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英

明

本
書
は

､

政
治
家
と

し

て

の

マ

㌢

ク

ス

･

ウ
エ

ー

バ

ー

に

関
す
る

最
初

の

文
字
通

り

包
括
的
な

研
究
と

し

て
､

ま

た

特
に

､

新
資
料
の

補
充

､

お

よ

び

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
の

成
立
に

対

す
る

ウ
エ

ー

バ

ー

の
■
影
響
の

具
体

的

検
討
と

通
説
へ

の

疑
問
提
起
の

二

点
で

､

注
目
さ

れ

よ

う
｡

結
論
的
に

言

え

ば
､

著
者
の

立

場
は

､

ナ

チ

ズ

ム

の

歴
史
的
体
験
を

経
て

現
わ

れ

た
､

J
･

P

メ

イ
ヤ

ー
､

G
∴

ル

カ

ー

チ

等
に

よ

る

戦
後
の

ウ
ェ

ー

バ

ー

批
判

の

線
を

概
し
て

継
承
し
て

い

る
｡

し

か

し

著

者
は

､

従
来
の

諸
研
究
は

ウ

エ

ー
バ

1

の

政
治
思
想
を

も
っ

ぱ

ら
.
｢

彼
の

理

論
的
著
作
の

側
か

ら

解
釈

す
る
+

も
の

で

あ
る

と

し
､

新
た

に
､

ウ
ィ

ル

ヘ

ル

ム

時
代
の

｢

具
体
的

な
+

諸

政
治
問
題
状
況
に

即
し

て

考
察
し

ょ

う
と

す
る

｡

ウ
エ

ー

バ

ー

の

政
治
思
想
の

特
徴
に

は

第
二

帝
政
期
の

政
治
思
潮
や

ビ

ス

マ

ル

ク

の

偉
姿

か

ら
の

著
し
い

影
響
が

認
め

ら

れ
､

ま

た

彼
の

政
治
理

論
上
の

諸
見
絡
も

当
時
の

ド

イ
ツ

政
渦

･

社
会
状
況
と
の

対

決
か

ら

生
み

出
さ

れ

た

も
の

で

ぁ
る

と

指
摘
し

て
､

著
者
は

､

そ
の

｢

基
盤
を

な
し

た

全

状
況
+

の

解
明

朗

と

時
代
の

政
治
に

対

す
る

彼
の

｢

影
響
範
囲
の

標
示
+

と

に

よ

り
､

｢

ウ

エ

ー

バ

ー

の

主
導
的
政
治
理

念
の

歴
史
的
境
位
+

を

定
め

る

と
い

う
目

標

を

掲
げ
る

｡

そ

し

て
､

思
想
の

｢

安
易
な

歴
史
的
相
対

化
+

を

戒
め
る

一

方
､

彼
の

政
治
理

論
や

諸
概
念
の

時
代
制
約
性
を

無
視
し

て

｢

そ

れ

ら

を

現
代
の

状
況
に

適
用
し

ょ

う
と

骨
折
っ

て

い

る
､

す
べ

て

の

《

正

統
的
》

ウ
エ

ー

バ

ー

解
釈
+

に

挑
戦
す
る

｡

著

者
モ

ム

ゼ

ン

に

つ

い

て

は
､

今
の

と
こ

ろ
､

一

九
五

八

年
に

は

O

a

n

d
.

せ

E
-

.

で

あ
っ

た

こ

と

し

か

分
ら

な

い

が
､

と
に

か

く
､

本
論

一

〇

章
､

補

論
､

付
録
四
お

よ

び

文
献
目

録
か

ら

成
る

本
書
は

､

こ

う
し

た

気
負
っ

た

序
言
に

ふ

さ

わ

し

い

力
作
で

あ

る

と

言
え

よ

う
｡

事
実

､

本
書
で

は
､

既
刊
資
料

･

著
作
が

網

羅
さ
れ

て

い

る

ほ

か

に
､

著
者
が

驚
く
べ

き

徹
底
さ

を

以

て

蒐
集

･

考
証
に

あ

た
っ

た

多
数
の

新
資

料
-
-
･

ウ
ェ

ー

バ

ー

や

関
係
者
た

ち
の

遺
稿
架
か

ら

探
し

出
さ

れ

た

百
通

近
い

書
簡

､

彼
の

演
説
な
ど

に

関
す
る

新
聞
記
事
約
三

〇
､

労
働
問
題
に

つ

い

て
一

九

二
一

年
社
会
政
策
学
会

貞
に

出
さ

れ

た

廻
状
な
ど

-
が

用

い

ら

れ

て

い

る
｡

さ

ら
に

著
者
は

､

『

伝
記
』

と

『

政

治

論

集
』

第
一

版

に

所
収
の

書
簡
を

残
ら

ず
原
文
や
コ

ピ

ー

と

照
合
し
て

､

日

付
の

誤
り

や

夫
人

が

不

正

確
に

あ
る

い

は

不

適
当
に

手
を

加
え

た

部
分

､

そ

の

他
を

､

約
二

〇

箇
所
に

わ

た

り

訂
正

し

て

い

る
｡

そ
の

苦
心

は

序
言
に

詳
述
さ

れ

て

い

る

が
､

こ

の

面
で

の

著
者
の

貢
献
は

賞
賛
と

感
謝
に

惜
し

ょ

う
｡

著

者
も

言
う
よ

う
に

､

新
資
料
は

大
体
に

お
い

て

｢

補
足
的
な

も
の
+

で

あ

り
､

政
治
家
ウ

エ

ー

バ

ー

の

像
に

重

大
な

修
正

を

も
た

ら

す
よ

う
な

も

の

で

ほ

な
い

｡

し

か

し
､

そ

の

過

半
が

大
戦
期
以

後
に

属
す
る

そ

れ

ら
の

書

一

､

心

や



′

す
′

t
-

√

乎

.∴
≠
√

J

ぺ
い

､

舟
-

評( ′85 つ 香

簡
に

は

彼
の

激
情
的

側
面
を

示

す

も
の

も

少
な

く

な
く

､

著
者
が

､

夫
人

に

よ

る

伝
記
と

は

対

照
的
に

､

こ

の

時
期
の

彼
の

デ
マ

ゴ

ギ
ッ

シ

ュ

な

態

度
を

強
調
し

た
こ

と
に

も
､

お

そ

ら

く

影
響
を

与
え

て

い

よ

う
｡

ま

た
､

一

八

九
五

～
一

九
〇
〇
年
の

時
期
の

政
治
的
言
動

､

大
戦
中
の

中
欧
問
題

の

構
想
と

活
動
が

か

な

り

詳
し

く

知
ら

れ

る

し
､

そ

の

他

多

く

の

点
で

『

伝
記
』

を

補
う
も
の

と

し
て

貴
重
で

あ

る
｡

付

録
に

は
､

一

八

九
七

年

秋
艦
隊
法
案
提
出
に

際
し
て

の

新
聞
ア

ン

ケ

ー

ト
ヘ

の

回

答
(

重

要
)

の

ほ

か
､

三
つ

の

資
料
が

収
録
さ

れ

て

い

る
｡

さ

て
､

本
論
の

各
章
題
は

ー
H
若
き

ウ
エ

ー
バ

ー

の

政
治
的
成
長

､

臼
家
父

長
制

､

資
本
主
義

､

国
民

国
家

､

目
ウ
エ

ー
バ

ー

の

政
治
理

念
=

国
民

的
権
力
国
家

､

紳
ド

イ
ツ

政
治
の

将
来
の

課

題
=

国

民

的

帝

国

主

義
､

田
ウ
エ

ー

バ

ー

と

大
戦
前
ド

イ

ツ

の

国
内
政

治
発
展

､

内
対
外
政
策

と

国
内
制
度
構
造

､

咄
ラ

イ
ヒ

を

大
国
と

し

て

確
証
す
べ

き

世
界
大
戦

､

㈹
崩
壊
と

再
出

発
､

㈹
ウ

エ

ー

バ

ー

と

ワ

イ
マ

ー

ル

憲
法
の

成
立

､

a
自

由
主

義
的
立

憲
国
家
か

ら

人

民

投
票
的
指
導
者
民
主
制
ヘ

ー
で

あ
る

｡

補
論
は

､

最
終
章
と

関
連
し

て
､

W
-

n
c

打
e
-

ヨ
P

ロ

ロ
‥

P
e

g
-

t
小

計
-

t

賢
仁
β

d

r
e

叫
巳
-

t

ぎ
ー

¢

訟

の

批
判
に

充
て

ら

れ

て

い

る
｡

-
こ

の

よ

う
に

､

大
体
に

お
い

て

年
代
を

迫
っ

た

問
題
整
理

が

行
わ

れ
て

い

る

が
､

内
容
に

即
し

て

見
れ

ば
､

具
体
的
分
析
方
法
の

上

で

も
､

ま

た

著
者
の

ウ
エ

ー
バ

ー

解

釈
の

論
理
に

つ

い

て

も
､

問
題
が

あ

る

と

思
わ
れ

る
｡

叙
述
方
法
は

､

伝
記
的
記
述
と

個
々

の

局
面
に

お

け
る

政
治
的
発
言
の

分
析
と
の

｢

組
合
せ
+

と
い

う

複
雑
な

体
裁
を

と
っ

て

お

り
､

そ
の

た

め

に

各

章
の

有
機
的
関
連
が

損
わ

れ

て

い

る
｡

著
者
が

こ

の

叙
述
方
法
を

先

の

問
題
凍
起
か

ら
の

｢

不

可
避
的
な
+

帰
結
と

し
て

採
用
し

､

し

か

も

そ

の

際
に

｢

か

く
し

て

ウ
ェ

ー
バ

ー

の

政
治
的
諸
見

解
の

発
展

過

程

を

解

明
+

(

S
･

く
H
I

)

す
る

と
い

う
全
く

別
の

認
識
課
題
を

も

設
定
し

た

曖

昧

さ
が

､

そ

の
一

因
で

あ

ろ

う
｡

さ

ら
に

そ
れ

は
､

本
書
が

-
序
言
が

あ

る

い

は

示

唆
す
る

か

も

知
れ

な
い

よ

う
な

-
《

歴
史
的
》

分
析
を

提
供

す
る

も

の

で

な
い

こ

と

に

も

関
連
す
る

｡

内
容
か

ら

大
別
す
れ

ば
､

大
戦

ま
で

を

取
扱
っ

た

前
半

部
分
(

第
一

～

六

章
)

､

開
戦
か

ら

敗
戦
ま
で

(

第

七
､

八

草
)

､

指

導
者
民
主
制
論
の

帰
趨
と

そ

の

問
題

性
(

第

九
､

一

〇

孝
)

の

考
察
に

分
け

ら

れ
る

が
､

そ

の

場
合

､

序

言
の

問
題
提
起
は

端
的

に

言
え

ば

最
後
に

挙
げ

た

部
分
を

念
頭
に

お
い

て

な

さ

れ
て

い

る
｡

著
者

が

そ
こ

で

｢

具
体
的
+

政
治
問
題
状
況
と

言
う
の

は
､

既
に

前
提
と

し

て

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

措
定
さ

れ

た

｢

ウ
ィ

ル

ヘ

ル

ム

時
代
+

そ

の

も
の

に

過
ぎ

な
い

し
､

そ

れ

に

続
く

認

識
目
標
設
定
は

､

も
っ

ぱ

ら

ウ
エ

ー
バ

ー

の

民
主
制
論
に

関
わ

る
｡

つ

ま

り
､

田

蒜
心

構
造
の

論
理

的
解
明

､

伝
記
的
記
述

､

歴
史
分
析
の

三

つ

の

認
識
志
向
の

曖
昧
な

混
在
が

本
書
の

内

的
統

一

性

を

損
っ

て

お

り
､

前
半
部
分
に

つ

い

て

見
れ

ば
､

先
の

巨
視
的

前
提
の

帰
結
と

し

て
､

著
し

く

図
式
主

義
的
な

叙
述
が

も

た
ら

さ

れ

て

い

る
｡

ウ
エ

ー
バ

ー

の

政
治
的
立

場
を

ウ
ィ

ル

ヘ

ル

ム

時
代
に

お

け
る

｢

ド

イ

ツ

自
由
主
義
+

の

｢

国
民
的
帝
国
主
義
+

へ

の

変
貌
と

し
て

把
握
す
る

の

が
､

著
者
の

基
本
視
角
で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

第
一

に

彼
自
身
の

政
治
的

発

展
に

即
し
て

み
れ

ば
､

そ

の

出
自
か

ら

も

信
条
か

ら
も

自
由
主

義
に

属
す

る

彼
の

､

ビ

ス

マ

ル

ク

失
脚
後
の

国
内
政
治
状
況
に

対

す
る

危
機
意
識

､

自
由
主
義
の

沈
滞
に

対
す
る

批
判
か

ら
の

帰
結
と

し
て

示
さ

れ

る
こ

と
に

な

る
｡

青
年
時
代
お

よ

び

東
エ

ル

べ

農
村
調
査
の

諸
結
論
を

概
観
し

た
､

郎



)
′

b

▼
8(一 橋漁叢 第四 十 八 重- / 尭 一

号

第
一

､

二

革
の

伏
線
的
叙
述
に

続
い

て
､

そ
の

帰
結
を

｢

政
治
的
綱
領
+

と

し

て

展
開
し

た

フ

ラ

イ
ブ

ル

ク

大
学
就
任
講
演
が

､

批
判
的
考
察
の

出

発
点
に

お

か

れ

る
｡

第
三

章
は

､

第
一

〇
草
と

対

応
し

て
､

主
七

理

論
的

批
判
で

あ
る

｡

経

済
政
策
に

お

け

る

最

高
価
値
規
範
と

し
て

の

国
民

国

家
理

念
の

設

定
が

→

没
価
値
性
論
+

の

主
張
と

動
機
連
関
づ

け

ら

れ

(

二
節
)

､

国
民

概
念

に

刻
印
さ

れ

た

強
烈
な

権
力
思
想

､

権
力
政
治
家
ウ

ェ

ー
バ

ー

を

特
徴
づ

け
る

責
任
倫
理

と

心

情
倫
理
の

｢

若
藤
+

､

彼
の

国
民
思
想
お

よ

び

既

存

事
実
を

規
範
祝
す
る

態
度
の

時
代
制
約
性
が

指
摘
さ

れ
､

彼
の

権
力
思
想

が
ビ

ス

マ

ル

ク

の

映

像
お

よ

び

当
時
の

国
際
関
係
に

対

す
る

悲
観
主
義
的

判
断
に

帰
属
さ

れ

る

(

二

節
)

｡

初
期
の

｢

人
種
的

･

言
語
的
に

方

向
づ

け

ら

れ

た

国
民

概
念
+

か

ら

晩
年
の

政
治
共
同
体

的

な

そ

れ
へ

の

変
貌

と
､

後
者
に

お

け
る

権
力

国
家
的

･

帝
国
主
義
的
色
彩
の

増
大
と

大
国
威

信
感
情
へ

の

結
合
の

指
摘

｡

そ

れ

と

並

行
し

て

の
､

《

ぎ
ー

e

已
①
叶

n

豊

か

ら

宥
和
政
策
論
者
へ

の

-
第

一

義
的
に

は
､

一

九

〇
五

年
ロ

シ

ア

自
由

主

義
者
民
族
政
策
綱
領
の

現
実
的
有
効
性
の

認

織
に

も

と

づ

く

L
転

換
(

三

節
)

｡

彼
の

政
治
的
価
値
体

系
の

問
題
性
は

自
ら
の

国

民

理

念
を

学

問
的
批
判
の

外
に

お

い

た

こ

と

に

あ

り
､

究
極
的
に

は
そ

れ

は
､

彼
の

社

会
学
が

｢

価
値
判
断
を

す
､

べ

て

回

避
+

し
て

｢

本
質
的
な
る

も
の

を

脱

漏
さ

せ
+

､

政
治

･

文
化
的
根
本
問
題
に

つ

い

て

｢

機
能
的
な

解

答
を

与

え

た

に

過
ぎ

な
か

っ

た
+

こ

と
に

依
拠
し

て

い

る
｡

政
治
家
ウ
ェ

ー

バ

1

の

限
界
が
こ

こ

に

あ
る

(

四

節
)

｡

-
本
草
に

示

さ

れ

る

著

者
の

《

新

自
然
法
的
》

立

場
(

S
.

き
00

)

か

ら
の

ウ
ェ

ー

バ

ー

批
判
が

､

全
編
を

通

じ
て

の

基
本
的
問

題
点
に

な
る

｡

著
者
ほ

､

ウ
ェ

ー
バ

ー

の

国
民

思
想
を

彼
の

二

元

論
的
立
場

､

価
値
自
由
論
に

遡
っ

て

批
判
し

､

後
者
の

形
式
主

6

義
=

非
合
理

性
を

非
難
す
る

こ

と

に

ぃ
つ

て
､

ウ
ェ

ー

バ

ー

の

政
治
観
を

β

ヽ

貫
く

合
理

主

義
の

位
置
づ

け
を

も

見
失
い

､

こ

の

後

最

終

章
に

至
る

ま

で
､

彼
の

国
民

主
義
や

政
治
指
導
者
理

念
の

権
威
主

義
を

一

方
で

極
端
に

強
調
し

な

が

ら

他
方
で

は

《

に

も

拘
ら

ず
》

云
々

と

彼
の

合
理

主
義
に

も

言
及
す
る

と
い

う
､

曖
昧
な

議
論
を

絶
え

ず
反
覆
す
る

こ

と
に

な
る

｡

責

任
倫
理
と

心

情
倫
理
の

｢

葛
藤
+

.
の

把
握
に

お
い

て

も

同
様
で

あ
る

｡

著

者
の

劇
的
で

不
正

確
な

表
現

法
が

､

そ

れ
に

輪
を

か

け

て

い

る
｡

-

他
方

､

就
任
講
演
は

､

プ

ロ

イ
セ

ン

的
な
ビ

ス

マ

ル

ク

国
家
理

念
を

一

義
的
に

世

界
政
策
を

課
題
と

す
る

｢

国
民

的
権
力
国
家
+

に

改
鋳
し

､

ナ

ウ
マ

ン

や

デ
ル

ブ

リ
ユ

ツ

タ
ヘ

の

反

響
を

通
し
て

｢

ウ

ィ

ル

･ヘ
ル

ム

時
代

に

お

け
る

自
由
主
義
的
帝
国
主
義
形
成
へ

の

最
初
の

起
爆
+

と

な
っ

た
｡

そ

し
て

､

こ

の

｢

対

外
政
策
の

優
位
+

原

則
に

立
つ

国
民

政
策
の

立

場
が

｢

一

九
一

八

年
の

破
局
に

至
る

ま

で

彼
の

政
治
的
意
欲

･

思
考
の

指

導
理

念
+

で

あ
っ

た

(

第
四

章
)

｡

初
期
の

政

策
論
や

『

経

済

と

社

会
』

に

拠

り
､

彼
の

帝
国
主
義
思
想
の

独
特
の

峻
烈
さ
が

国
民

思
想

､

威
信
感
情

､

悲

観
主
義
的
な

普
遍
史
的
予
測
の

結
合
か

ら

説

明

さ

れ

(

一

節
)

､

先
の

原
則
に

も

と
づ

く

市
民

階
級
の

政
治
的
成
熟
の

要
請
に

お

け
る

｢

本
凍
顛

倒
+

が

批

判
さ

れ

る

(

二

節
)

｡

国
内
政
治
に

お

け

る

進

歩
的

･

産

業

主

義
的
立
場
が

(

第
五

孝
)

､

ユ

ン

カ

ー

批
判
と

合
理

的
経
済
心

情
の

要

求

の

面
か

ら

(

一

節
)

､

ま

た

国
家
理

性
的
立
場
か

ら
の

労

働
者

階

級
､

階

級
闘
争

､

社
会
民

主
党
に

対

す
る

態
度
が

述
べ

ら

れ
､

｢

ブ

ル

ジ

ョ

ア
･

マ

ル

ク
ス

+

の

｢

悲
劇
+

が
､

一

九
一

二

年
の

廻
状
に

見
ら

れ

る

自
由
主

義
的
社
会
政
策
の

行
詰
り

を

通
し
て

(

二

節
)

､

さ

ら

に

当
時

ま

で

の

ナ

か

′

や
,



ず

･

′

-

u
一

斗

】

丸

軒
､

評( 87･) 苔

ウ
マ

ン

と

の

交
渉
を

通
し

て

示

さ

れ
る

(

三

節
)

｡

-
以

上

著

者

は
､

ウ
ィ

ル

ヘ

ル

ム

時
代
を

帝
国
主
義
時
代
と

し
て

ま

ず
前
提
に

お

き
､

他
方

｢

自
由
主
義
的
帝
国
主

義
着
た

ち
に

よ
っ

て

初
め

て
､

ド

イ

ツ

の

広
汎
な

帝
国
主
義
運
動
が

形
成
さ

れ

た
+

(

抑

∞

○
)

と

い

う

図

式
に

拠
っ

て
､

ヽ

ヽ

｢

国
民
的
帝
国
主
義
+

者
ウ
ェ

ー

バ

ー

の

発
言
を

-
彼
の

問
題
次
元
の

中
で

-
整
理

し

な
が

ら

先
の

前
提
に

還
元

し
､

そ
の

合
間
に

彼
の

帝
国

主
義
思
想
の

時
代
制
約
性
や

国
民

思
想
に

お

け

る

｢

重

心
の

置
違
い

+

を

慨
歎
す
る

｡

そ
れ

故
､

こ

こ

か

ら

は

第
二

帝
政

期
の

諸
政
治
問
題
か

ら

見

た

彼
の

立

場
の

客
観
的
な

位
置
づ

け

は

出
て

来
な
い

｡

も
っ

と

も

本
書
全

体
か

ら

見
れ

ば
､

著
者
に

と
っ

て

は
､

ウ
ェ

ー

バ

ー

の

政
治
的
発
言
を

一

義
的
に

規
定
す
る

権
力

国
家
理

念
を

摘
出
し
て

お
い

て
､

後
の

革
命
期
に

時
代
に
一
取

残
さ

れ
､

憲
法
問
題
の

分
野
で

し
か

自
己
の

政
治
理

念
実
現
の

湯
が

な
か

っ

た

彼
の

悲
劇

的
な

姿
を

描
く

(

叩

い

N

N

f
･

)

前
提
と

す
る

だ

け
で

充
分
で

あ
っ

た

と

思
わ

れ

る
｡

第
六

章
は

ウ
ェ

ー
バ

ー

の

権
力
政
策
的
世
界
政
策
構
想
か

ら
の

､

ビ

ス

マ

ル

ク

外
交
批
判

､

皇
帝
の

《

個
人

支
配
》

批
判
お

よ

び
一

九
〇
六

牢
の

ロ

シ

ヤ

革
命
運

動
考
察
論
文
に

お

け
る

こ

の

｢

過

大
評
価
+

的
批
判
観
点

の

反
映

､

モ

ロ

ッ

コ

危
機
以

後
の

国
内
体
制
改

革
構
想
と

ナ

ウ
マ

ン

を

通

し

て

の

働
き
か

け
の

試
み
を

概

観
し

(

一

節
)

､

次
い

で
､

『

議

会
と

政

府
』

論
文
の

第
一

､

二

節
を

紹
介
し

て
､

政
治
指
導
者
を

中
核
と

す
る

改

革
構
想
と

ド

イ
ツ

政
治
状
況
と

の

関
連
を

指
摘

(

二

節
)

､

さ

ら

に

同
論

文
に

お

け

る

議
会
制
化
構
想

皇
且

入
っ

て

検
討
し
て

､

そ

れ

が
､

連
邦
参

議
院
の

重

視
に

お

い

て

ビ

ス

マ

ル

ク

の

帝
国
思
想
に

接

近

し

て

い

る

こ

と
､

そ
切

最
大
の

欠
陥
た

る

帝
国
宰
相
の

議
会
票
決
に

よ

る

僅
免
と
い

う

要
石
の

欠
如
が

､

究
極
的
に

は

彼
の

政
治
思
想
に

遡
る

こ

と

(

最

終

章
と

同
じ

批
判
)
､

ま

た
､

ビ

ス

マ

ル

ク

の

映
像

､

そ
の

失
脚
後
の

ラ

イ

ヒ

指

導
危
横

､

官
吏
と

政
治

家
の

峻
別
の

テ
ー

ゼ
､

殊
に

権
力

国
家
理

念
が

そ

の

構
想
を

規
定
し

て

い

る
こ

と

を

指
摘

｡

第
七

､

八

草
は

､

そ

れ

ぞ
れ

､

大
戦
中
の

外
交

･

国
内
政
治
諸
問
題
に

関
す
る

発
言
や

活

動
の

順
を

追
っ

た

考
察
(

一

-

五

節
)
､

彼
の

一

貫
し
た
モ

ナ

ル

ヒ

ス

ト

的
立

場
の

総

括

的
考
察
を

織
り

入

れ

て

の

敗
戦
後
の

周
知
の

多
彩
な

活

動
や

発
言
の

詳
述

(

一

～
二

一

節
)

で

あ
る

｡

こ

こ

で

は
､

こ

の

時

期
の

彼
に

ロ

シ

ヤ

革
命
運

動
の

国
内
影
響
を

お
そ

れ

て

の
､

ま

た

協
商
国
側
の

圧
力
を

牽
制
す
る

意

図
か

ら
の

｢

た

め
に

す
る

議
論
+

が

多
く

見
ら

れ
る

と

指
摘
し
(

S
.

N

巴
代

.

-

N

ヨ
汁

-

N

訟
卜

)

N

窒
)

ヒ

三
･

)

､

｢

現
実
政
治
的
=

戦
術
的
態

度
と

心

情

倫
理

的
態
度
と

の

間
の

極
端
な

動
揺
+

と

特
徴
づ

け
て

い

る

こ

と

だ

け

を

挙
げ
る

に

と
ど

め

た
い

｡

(

故

意
の

デ
マ

ゴ

ギ

ー

と

理

解
す

る

の

は

多

分

に

疑
問
で

あ

り
､

ま

た
､

､
､

､

ユ

ン

ヘ

ン

革
命

運

動
に

触

れ

な

が

ら
E

･

ト

ル

ラ

ー

弁

護
事

件
に

は

全

く

言

及
し

て

い

な

い
｡

)

こ

こ

で

も

著

者
の

論

調
は

､

あ

れ
こ

れ
の

態

度
を
そ

の

都
度
強
調
す
る

に

と

ど

ま
っ

て
､

一

貫

し

て

い

な
い

｡

根
本
的
に

は
､

既
述
の

よ

う
な

著
者
の

ウ
ェ

ー

バ

ー

理

解

に

問
題
が

あ

ろ

う
｡

第
九

､

一

〇
革
が

本
書
の

事
実
上

の

中
心

で

あ
る

｡

『

ド
イ

ツ

将

来
の

国
家
形
態
』

論
文
を

検
討
し

て
､

《

テ
ン

ト

と

ラ

イ
ヒ

》

問
題
に

お

け

る

連

邦
主
義
へ

の

固
執
を

彼
に

お

け

る

既
存
事
実
(

国

家
装

置
)

過
大
評
価

と

根
本
的
革
新
を

断
念
す
る

保
守
的
傾
向
に

帰
し

､

《

プ

ロ

イ

セ

ン

》

問

題
に

お

い

て

も
､

そ
の

実
質
的
優
越
催
を

連
邦
主
義
的
憲

法
に

よ

り

均
衡

即
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ざ

せ

る

読
み

､

す
な
わ

ち

帝
国
政
策
決
定
の

重
点
を

連

邦
参

議
院
に

お

き
､

国
民
投
票
大
統
領
が

そ
の

対

抗
勢
力
と

な
り

､

帝
国
議

会
を

消
極
政

治
に

限
定
す
る

こ

と

を

以
て

､

そ

れ

が

｢

民
主
制
の

衣
を
つ

け

た

新
版
ビ

ス

マ

ル

ク

憲
法
+

で

あ
る

と

す
る

｡

こ

の

論
文
で

《

指
導
者
民
主
制
》

の

構
想
が

明
確
に

さ

れ

た
が

､

帝
国
大
統
領
は

権
限
上

も

旧

皇
帝
に

び

と

し

く
､

カ

リ
ス

マ

的
正

当
性
に

お
い

て

も

君

主
の

地

位
に

類
似
し

､

そ
こ

で

は

権
力
分
立

と
い

う
自
由
主
義
的
理

念
と

大
衆
民

主
制
に

お

け
る

カ

エ

サ

ル

主
義
的

指
導
者
淘
汰
と
い

う

革
命
的
理

念
が

組
合
さ

れ
て

お

り
､

議
会

主
義
の

長
所
を

残
し

な
が

ら

純
粋
議
会
主

義
を

阻
止

せ

ん

と

す
る

試
み

で

あ
っ

た

(

一

節
)

｡

共
和
制
問
題

へ

の

諸

政
党
の

構
想
を

比

較

し

て
､

当

時
の

民
主
主

義
的
市
民

階
級
勢
力
に

お

け

る
､

権
力
分
立

保
証
を

前
提
と

す
る

国
民

投
票
大
統
領
を

望
む

傾
向

､

R
･

レ

ー

ズ

ロ

ー

プ

の

憲
法
理

論

の

普
及

､

後
者
の

E
･

ブ
ロ

イ

ス

に

対

す
る

影
響
が

指
摘
さ

れ
､

し

た

が

っ

て

ウ
エ

ー
バ

ー

の

影
響
が

香
定
さ

れ

る
こ

と

に

な
る

｡

そ

の

点
は

微
妙

で

あ
っ

て
､

｢

ウ
ェ

ー

バ

ー

の

帝
国
大
統
領
の

カ

リ

ス

マ

的
指

導

者
地

位

の

思
想
は

､

自
由
主
義
的
権
力
分
立

思
想
と

相
交
錯
し
て

い

た

か

ら

…
･

ヽ

ヽ

前
者
が

後
者
と

調
和
を

見
た

限
り

に

お
い

て

の

み

影

響
を

及
ぼ

し

た
+

(

S
･

窒
○

と
さ

れ
る

｡

(

こ

の

点

は
､

自

由

主

義

的

憲

法

思

想
の

｢

最

後

の

残

件

を

払

拭
+

し

た

と
い

う

∽
.

N

0

0

の

所

論
と

矛

盾
し

､

最
終

章
で

再

び

後
の

｢

榛

威
主

義
+

の

強

調
の

方
が

前

面
に

出
さ

れ

る
｡

)

(

二

筋
)

こ

切

実
証
の

た
め

に
､

諮
問
委
貝
会

･

国
民

議
会
で

の

草
案
審
議
過

程
が

詳
し

く

再
現
さ

れ
､

大
統
蘭
の

対

議
会
権
限
強
化
と

い

う
ウ
ェ

ー

バ

ー

の

要

求
が

殆
ん

ど
プ
ロ

イ

ス

に

受
容
さ

れ

な

か

っ

た

こ

と

が

示

さ

れ

る
｡

(

因
に

､

プ

ロ

イ
ス

は

第

四

八

条

規

先
の

現

状
で

の

必

要
性

を

激

し

く

主

転
-

､
打

■∵
.

張

し

た
が

､

ウ
ェ

ー

バ

ー

は

こ

の

現

定
に

殆
ん

ど

阻
心

を

示

さ

な

か

サ

勝

た
｡

S
･

当
山

)

(

三
､

四

節
)

か

く
て

､

ウ
ェ

ー

バ

ー

の

帝
国
大

統
領
論

の

影
響
は

｢

限
定
づ

け
を

以

て

の

み
+

評
価
さ

れ

る
｡

た

だ

問
題
は

､

そ

れ
が

共
和
制
末
期
に

お

け

る

大
統
領
権
限
強
化

傾
向
に

著
し

く
貢
献
し
､

と

く
に

C
･

シ

ュ

ミ

ッ

ト
の

｢

全
国
民

意
志
の

代
表
者
+

論
に

よ

る

理

論

的
改
鋳
を

経
て

､

間
接
的
に

権
威
主

義
的
指
導
者
国
家
へ

の

道
を

準
備
し

た
こ

と
に

あ

る
｡

ウ
ェ

ー
バ

ー

の

本
来
の

意
図
は

そ

こ

に

な

か
っ

た

が
､

し
か

し
､

シ

ュ

､
､

､

ァ

ト
の

改

鋳
が

､

彼
に

既
に

｢

胚
胎
+

し

て

い

た

《

合

理

的
俵
法
性
》

と

《

カ

リ
ス

マ

的
=

人

民

投
票
的
正

当
性
》

の

二

元

論
の

極
端
な

展
開
で

あ
っ

た

と
こ

ろ
に

､

彼
の

理

論
の

内

的

問

題

性
が

あ

る

(

五

節
)

｢
)

こ

の

｢

民

主
主

義
的
イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

の

問
題
性
+

を

輯
決
す
る

最
終
章
の

議
論
も

､

先
の

国
民

主
義
批
判
の

易
合
と

同
様
の

不

明

瞭
さ

を

示
し

て

い

る
｡

ウ
ェ

ー

バ

ー

は
､

議
会
制

･

民
主

制
化
の

要

請
を

ド

イ
ツ

世

界
政
策
の

前
投
手

段
と

す
る

こ

と
に

よ
っ

て

｢

民

主
主

義
思
想
か

ら

そ

の

実
質
的
価
値
内
容
を

奪
い

､

+

ま
た

､

彼
の

大
衆
民

主

制
論
は

古

典

的

白
然
法
理

論
と

完
全
に

絶
縁
し
て

､

民
主
制
と

官

僚
制
の

対

置
に

｢

指
導

的
政
治
家
の

カ

リ
ス

マ

的
=

人
民

投
票
的
指
導
者
地

位
を

布
告
す
る

民

主

制
の

新
た

な

理

念
的
基
礎
づ

け
の

出
発
点
を

見
出
し

た
｡

+

彼
に

と
っ

て

は

権
力
と

責
任
を

目
指
す
政
治
指
導
者
の

原
則
と

し

て

自
由
な

競
争
が

真

に

責
任
あ

る

政
治
の

前
提
で

あ
っ

た

が
､

｢

し

か

し
+

彼
が

過

大

評

価
し

た

現
代
大

衆
社
会
の

条
件
下
で

は
､

自
由
な

責
任

あ

る

政

治

指

導

者
は

｢

個
人
人

格
的
=

人

民

投
票
的
指
導
者
淘
汰
の

形
式
に

お
い

て

し
か
+

維

持
さ

れ

な
い

｡

カ

リ

ス

マ

的
デ
マ

ゴ

ー

グ

が

こ

の

状
況
か

ら
の

脱
出
口

で

あ

り
､

｢

さ

れ

ば
こ

そ

彼
は

人

民

投
票
的
指
導
者
田
心

恕
を

極
端
に

徹

底
さ

､

滋
W



㌘
打

一
寸

町

り
･

丸
r

▲
丁

せ

た
｡

+

そ

の

こ

と

は
､

《

大

衆
》

の

政
治
的
意
義
の

極
小

化
に

も
つ

な

が

る
｡

他
方
彼
は

､

｢

価
値
領
域
を

個
人

人

希

的
領

域
に

帰

属
+

さ

せ

｢

実

質
的

価
値
秩
序
を

志
向
せ

ぬ

純
粋
に

形
式
的
な
+

《

俵

法

的

支

配
》

概
念

を

導
入

し

た
｡

そ
し

て
､

そ

み
正

当

化

カ
の

弱
さ

を

指

摘
し

二
《

依
法

的
》

支
配
は

伝
統
的
お

よ
び

カ

リ

ス

マ

的
正

当
性
に

よ

る

補

完
を

必

要
と

す
る

､

と

さ

え

述
べ

て

い

る
｡

+

(

論
拠
と

し

て

弓
･

戸

G
･

蒜
･

設
か

が

引

用
さ

れ

て

い

る
｡

)

｢

実

質
的
価
値
秩
序
化
+

は

彼
に

と
っ

て

不

可
能
で

あ

っ

た

が

故
に

､

彼
は

｢

議
会
主
義
的
立
憲
国
家
の

価
値
中
立

的

機
能
主

義

を
､

人

民

投
票
的
指
導
者
民

主

制
の

価
値
設
定
的
カ

リ

ス

マ

に

よ
っ

て

克

服
せ

ん

と

し

た
｡

+

か

く

て

｢

近

代
立

憲
国
家
は

､

民

主

主

義

的
=

法
治

国
家
的
諸
規
範
体
系
に

定
礎
さ

れ

た

そ
の

独
白
の

威
厳
を

喪
失
し

､

憲
法

は

実
践
的
《

遊
戯
規
則
》

体

系
に

堕
し

､

+

｢

民
主
制
は

､

形
式
的
に

自

由

だ
が

事
実
上
は

そ

の

個
人
人

格
的

･

デ
マ

ゴ

ギ
ブ

シ

ュ

な

資
質
に

も

と
づ

い

て

選
ば
れ

た

指
導
者
の

支
配
に

放
さ

れ
､

+

議
会
民

主

制
は

｢

そ

の

本

来
の

意
味
に

反
し
て

､

指
導
者
に

権
力
を

得
さ

せ

る

技

術

装

置
+

と

な

り
､

民
主
主
義
の

｢

合
理

主
義
的
+

な

自

由
･

平

等
理

念
が

｢

捨
て

ら

れ
+

て

カ

リ

ス

マ

的
指
導
者
理

論
に

代
え

ら

れ

た
｡

1
-
著
者
は

お

よ

そ

以

上
の

よ

う
な

解
釈
に

続
い

て
､

指
導
者
民

主

制
の

権

威

主

義

的

要

素

評

(

上
か

ら

下
へ

の

政

治

意

志

形
成
の

図

式
)

に

よ

り

彼
自
身
の

意
図
に

反

し

て

｢

政
治
の

非
即
物
化
へ

の

門
が

原
理

的
に

開
か

れ

た
｡

+

彼
は

大
衆

( 8 9 )■■ 書

デ
マ

ゴ

ギ
一

手
段
利
用
の

原
理

的
制
限
の

問
題
を

等
閑

視
し

た
が

､

そ

こ

に

｢

民
主
主
義
的
立
憲
国
家
の

正

当

化
体
系
の

単
な

る

形
式
的
俵
法
性

へ

の

低
下

､

カ

リ
ス

マ

的
独
裁
へ

の

転
換
の

危
険
が

直

接
ひ

そ

ん
で

い

た
｡

+

彼
の

概
念
体
系
は

｢

極
端
な

価
値
不

可
知
論
+

を

以

て

政
治
現
象
を

形
式

主
義
的
観
点
の

下
で

の

み

考
察
し
た

が

故
に

､

｢

真
の

民

主
主

義

的
カ

リ

ス

マ

+

と

｢

悪
し

き

カ

リ
ス

マ

+

と
を

識
別
で

き

な
い

｡

彼
は

現
代
官
僚

制
メ

カ

ニ

ズ

ム

の

増
大
に

対

抗
す
べ

き
カ

リ

ス

マ

的
指
導
者
を

強
調
し

過

ぎ
た

故
に

､

カ

リ
ス

マ

の

誤
用
の

問
題
を

等
閑
視
し

た
｡

彼
が

政
治

家
に

要
求
し

た

責
任
倫
理

は

フ

ァ

γ

シ

ス

ト

支
配
と

正

反
対
の

も

の

で

あ

り
､

彼
が

そ

れ

と

闘
っ

た

で

あ

ろ

う
こ

と

は

疑
い

な
い

が
､

｢

そ

れ

に

も

拘
ら

ず
+

あ
の

改
鋳
の

可
能
性
が

存
し

､

し
か

も

国
民

国
家
権
力
利
害
が

第
一

義
的
と
さ

れ

て

い

た
こ

と

が

そ

れ

を
一

層
容
易
に

さ

せ

た
｡

そ

し

て
､

一

九
三

三

年
に

言
及
し

た

後
､

著
者
は

｢

カ

リ

ス

マ

的
指
導
者
理

論
は
:

ド

イ
ツ

国
民
を
ヒ

ッ

ト

ラ

ー

の

指
導

者
地

位
に

対

す
る

喝
宋
に

内
的
に

準

備
さ
せ

る

こ

と

に
■､

そ

の

分
を

尽
し

た
+

と

述
べ

る
｡

-
最
終
章
の

議

論
は

､

勺
.

S
.

N

∽
.

N

㌶
f

.

}

志
¢

声

な

ど
の

ウ
ェ

ー

バ

ー

の

言
葉
に

照
し

て

も

疑
問
だ

が
､

論
旨
の

曖
昧
さ

と

も

関
連
し

て

根
本
的
に

は
､

す
べ

て

の

批
判
点
を

ウ
ェ

ー

バ

ー

の

《

合
理

主
義
》

の

｢

非
合
理

主
義
+

へ

の

還

元
か

ら

出
発
さ

せ

た
こ

と
に

問
題
が

あ

ろ

う
｡

こ

こ

か

ら
､

価
値
判
断
問

題
､

政
治
と

倫
理
の

二

元
論
な

ど
の

把
え

方
の

曖
昧
さ

､

放
じ
て

ウ
ェ

ー

バ

1

の

政
治
的
｢

リ

ア

リ
ズ
ム

+

(

E
･

H
･

カ

ー

)

の

思
想

世

界
に

対

す
る

無
理

解
が

生
じ
て

い

る
｡

後
半
期
に

お

け

る

｢

権
力
思
想
+

要
素
を

合
理

主
義
的
思
考
の

徹
底
化
と

結
び

つ

け

ず
に

､

帝
国
主

義
思
想
の

強
化

や

自
由
意

識
の

｢

後
退
+

と

し
て

理

解
し
て

い

る

の

が
､

そ
の

一

例
で

あ

ろ

う
｡

カ

リ
ス

マ

的
指
導
者
の

｢

権
威
主
義
+

も
､

メ

イ

ヤ

ー

の

如
く

彼

の

人

格
の

｢

ロ

マ

ン

テ
ィ

シ

ズ

ム

+

(
]

苧
環
P

こ

p
･

-

O

N
)

と

考
え
る

の

が

妥
当
で

あ

ろ

う
｡

｢

ド

イ
ツ

的
自
由
の

理

念
+

(

ト

レ

ル

チ
)

の

意
味
に

お

い

て

で

あ

る
｡

ま

た
､

著
者
は

価
値
相
対

化
を

非
難
し
て

｢

価
値
に

即

妙
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卓

し

た

実
質
的
規
定
+

を

も
つ

｢

真
に

民
主
主

義
的
な

国
家
秩
序
+

の

建
設

を

説
い

て

い

る

が

(

叩

き
N

f
.

)

､

そ

れ

が

｢

す
べ

て

の

国
家
市
民
を

ひ

と

し

く

拘
束
す
る

形
式
に

お

い

て

の

特
定
の

憲
法
的
諸
原
理
+

(

S
.

さ
ぃ

)

に

基
づ

く

も
の

だ

と

す
れ

ば
､

本
書
を

一

貫
す
る

著
者
の

イ
デ

オ

ロ

ギ

ー

論

は

そ

れ

と

ど

う

関
連
す
る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

ヽ

い

ず
れ

に

し
て

も
､

資
料
の

補

完
や

厳
密
な

考
証
を

基
礎
と

し

て
､

政

治
家
ウ
ェ

ー

バ

ー

の

全
貌
を

文
字
通
り

網
羅
的
に

描
き

上

げ
､

数

多
く
の

新
し
い

問
題
点
や

事
実
を

明

ら

か
に

し

た

著
者
の

功

績
は

絶

大
で

あ

ろ

1

つ
0

二

倍
大

草

大

学

院

学

生
)

9 0

l.
j

八
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