
青
年
マ

ル

ク

ス

の

思
想
的
出
発
点

-
そ

の

｢

批
判
哲
学
+

の

意
味
す
る

も
の

-

L
l

⊥■ノ究
一

桝

J

)7
ノ

勺(

藤

森

俊

輔

細
見
英
氏
は
マ

ル

ク

ス

の

思
想
的
出
発
点
を

ど
こ

に

求
め

る

か

を

論
ぜ

ら

れ
､

｢

一

八

四
三

年
三

月
『

ラ

イ
ン

新
聞
』

を

や

め

て

ヘ

ー

ゲ
ル

法
哲
学

の

批
判
に

と

り

か
か

っ

た

時
点
で

､

一

つ

の

決
定
的
な
エ

ポ
ッ

ク

が

画
さ

(

1
)

れ

た
+

と

さ

れ

て

い

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

時
期
ま

で

の

マ

ル

ク

ス

は
､

こ

と

ば

ど

お

り
の

｢

急
進
ヘ

ー

ゲ
ル

主
義
者
+

で

あ

る
､

な

ぜ

な

ら
､

マ

ル

ク

ス

の

思
惟
形
式

､

か

れ
の

思
想
の

論
理

構
造
は

､

ヘ

ー

ゲ
ル

そ
の

ま

ま

･で
あ

り
､

ヘ

ー

ゲ
ル

が

現
在
に

絶
対

精
神
の

実
現
を

み

た

に

反
し
､

マ

ル

ク

ス

は

現
存
す
る

現

実
を

非
理

性
的
な

も
の

と

み
､

理

性
的
な

も
の

の

実

現
を

未
来
に

み

た
､

と
い

う
点
が

異
な

る

の

み

で

あ

る

か

ら

だ
､

と

云

わ

(

2
)

れ

る
｡

こ

の

か

ぎ

り

で

は
､

私
も

異
存
の

あ

ろ

う
筈
は

な
い

が
､

し

か

し
､

細
見
氏
が

､

こ

の

他
な

ら

ぬ

出
発
点
と

し
て

の

ヘ

ー

ゲ

ル

法

哲

学

批
判

ほ
､

次
の

二

重
の

意
味
を

も
っ

て

い

る

と
い

う
時

､

は
た

し

て

こ

の

二

重

の

問
題
を

ど
の

よ

う
に

し

て

マ

ル

ク

ス

は

自
己
の

課
題
と

し

た
の

か

と
い

う
点
を

考
え

て

み

ざ

る

を

え

な
い

｡

す
な

わ

ち
､

｢

第
一

に

『

近

代
国
家
お

よ

ぴ
こ

れ

と

関
連
す
る

現
実
の

批
判
的
分
析
』

､

第
二

に
､

『

ド

イ

ツ
の

政

(

3
)

治
的

･

法
的
意
識
…

…
の

従
来
の

あ

り

方
全

体
の

決
定

的
な

否
定
』

｡

+

私

見
に

よ

れ

ば
､

γ

ち
ょ

ぅ
な

問
題
は

､

｢

急
進
ヘ

ー

ゲ
ル

主
義
者
+

マ

ル

ク

ス

に

と
っ

て

固
有
の

問
題
で

あ
っ

た

の

で

あ

り
､

そ
の

汝
を
｢

学
位

論
文
+

に

ま

で

辿
る

こ

と
が

可
能
な
の

で

あ

る
｡

そ

の

よ

う
な

わ

け
で

､

私
は

細

見
氏
が

｢

経

済
学

･

哲
学
草
稿
+

に

い

た

る

マ

ル

ク

ス

の

思
想
形
成
過
程

を
､

ヘ

ー

ゲ
ル

法
哲
学
の

批
判
と
い

う
視
点
か

ら

辿
っ

て

い

こ

う
と

さ

れ

る

見
解
を

評
価
し

な

が

ら

も
､

｢

国
法
論
批
判
+

以

前
の

マ

ル

ク

ス

を

切

り

捨
て

ら

れ

た
こ

と

を

不

満
と

せ

ざ
る

を

え

な
い

｡

以

下
の

私
の

論
稿
は

､

細
見
氏
が

出
発
点
と
さ

れ

た

そ

の

時
期
ま

で

の

マ

ル

ク

ス

の

問
題
を

明
ら
か

に

す
る

も
の

で

あ
る

｡

(

1
)

細
見
英

､

(

疎
外

さ

れ
.
た

労
働
)

の

概

念
臼

､

立

命
館

経

済

学
､

第
九

巻
二

号
､

一

〇

七

頁
｡

(

2
)

同
､

一

〇

七

頁
｡

(

3
)

同
､

一

〇
六

頁
｡

と
こ

ろ
で

初
期
マ

ル

､
タ
ス

の

研
究
は

､

主
と

し
て

｢

経
済
学

･

哲
学
草

稿
+

を

中
心
と

し

て
､

わ

が

国
に

お
い

て

も

進
め

ら
れ

､

幾
つ

か

の

労
作

を

生
ん

だ

け
れ

ど

も
､

｢

草
稿
+

以

外
の

マ

ル

ク

ス

の

初
期
の

著
作
に

つ

い

て

の

研
究
は
ま

だ

ほ

と

ん

ど

み

ら

れ

な
い

｡

特
に

､

｢

学
位
論
文
+

や

｢

ラ

イ
ン

新
聞
+

の

諸
論
文
に

つ

い

て

は
､

一

般
に

あ

ま

り

関
心
を

よ

ん

で

は

い

な
い

よ

う
で

あ

る
｡

私
は
こ

こ

で

は
こ

の

二

つ

の

時
期
を

｢

追
思
惟
+

し
て

み
ょ

う
､

と

思
う

､

そ
の

際
､

私
は

､

そ

れ

ら
に

現
わ
れ

た
マ

ル

ク

ス

の

独
自
な

思
想
形
成
の

モ

メ

ン

ー

を

明
ら
か

に

す
る

と
い

う
こ

と

に

焦

点
を

あ

わ

し
て

行
こ

う
と

思
う

｡

1

3 7 7
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(

1
)

さ

て
､

｢

学
位
論
文
+

で

マ

ル

ク

ス

の

取
扱
っ

た

問
題
は

､

直
接
に

は
､

エ

ピ

ク

ロ

ス

の

自
然
哲
学
と

そ

れ

が

基
礎
に

し

て

い

た

デ
モ

ク

リ

ト
ス

の

自
然
哲
学
と
の

差
異
を

明
ら
か

に

す
る

こ

と

で

あ
っ

た
｡

マ

ル

ク

ス

は

両

者
の

自
然
哲
学
の

差
異
を

明
ら

か

に

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

両
者
の

世
界

観
の

原
理

的
差
異
を

明
ら
か

に

し
､

エ

ピ

ク

ロ

ス
､

ス

ト

ア
､

懐

疑
の

三

学
派
の

一

例
と

し
て

の

エ

ピ

ク

ロ

ス

が
､

初
期
の

ギ

リ

シ

ャ

哲
学

者
デ
モ

ク

リ

ス

ト
ス

を

ど

う
修
正

し
た

か

を

み

て
､

こ

の

エ

ピ

ク

ロ

ス

の

独
自
性

を
､

ギ

リ
シ

ャ

精
神
が
ロ

ー

マ

精
神
に

移
り

行
く

過
渡
期
の

精
神
的

典
型

と

し

て

規
定
し

ょ

う
､

と

し
た

の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

エ

ピ

ク

ロ

ス

研
究
は

､

マ

ル

ク
ス

の

綜
合
的
な

ギ

リ
シ

(

2
)

ヤ

哲
学
史
の

研
究
の

一

環
で

あ

る

に

す
ぎ

な

か
っ

た
､

一

八

三

九

年
の

は

じ

め

に
､

過

渡
期
の

こ

れ

ら
三

学
派
の

研
究
が

企
だ

て

ら

れ

た

が
､

そ
の

(

3
)

全
体
の

完
成
は

､

諸

種
の

事
情
に

よ
っ

て

放
き

さ

れ

た

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う
な

研
究
対

象
を

選
ん

だ

こ

と
そ

れ

自
体

､

マ

ル

ク
ス

が

青
年

ヘ

ー

ゲ

リ

ア

ン

で

あ
っ

た
こ

と

を

示
し
て

い

る

が
､

コ

ル

ニ

ュ

は
､

こ

の

｢

学
位
論
文
+

お

よ

び

そ
の

｢

準
備
ノ

ー

ト
+

の

中
に

青
年
へ

ー

ゲ

リ

ア

ン

と

し

て

の

マ

ル

ク

ス

の

二

つ

の

傾
向
を

読
み

と
っ

て

い

る
｡

第
一

は
､

宗
教
を

批

判
す
る
こ

と
に

よ
っ

て

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
の

政
治
闘
争
に

直
接

に

参
加
し

ょ

う
と
い

う

傾
向
で

あ

り
､

他
方
は

､

ギ

リ
シ

ャ

の

こ

の

哲
学

を

白
己

意
識
の

哲
学
と

し
て

分
析
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

彼
独

白
の

世
界

(

4
)

観
を

規
定
し

ょ

う
と
い

う

傾
向
で

あ

る
｡

し

か

し

な

が
.
ら

､

第
一

の

点
に

つ

い

て

は
､

マ

ル

ク

ス

は

た

だ

ち
に

こ

れ

を

克
服
す
る

の

で

あ

り
､

む

し

ろ
､

第
二

の

点
を

め

ぐ
っ

て

の

み
､

そ

の

後
の

マ

ル

ク
ス

の

成

長
を

問
題
に

す
る

こ

と

が

で

き

る
の

で

あ

る
｡

そ

し
て

ま

た
､

マ

ル

ク

ス

の

他
の

青
年
ヘ

ー

ゲ
リ

ア
ン

か

ら

の

独
自
性
も

ま

】

指
′

り

∂

た

は
っ

き

り
し

て

く
る

｡

し

た

が
っ

て
､

こ

こ

で

は
､

こ

の

点
を

何
よ

り

(

5
)

も

問
題
と

し
な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

(

1
)

ロ
ー

e

ロ
○

吋
t

O

邑
i

訟
e

ユ
芝

-

○

ロ
”

ロ
ー

鞄
e

記
n
N

d

e

→

d
e

m
O

打
→

ビ

ェ
･

琶
F
e

ロ

仁
ロ

P

e

甘
村

≡
･

e

訂
〔

F
e

n

Z
P
t

仁
→

勺

E
-

○

琶
p

E
e

n
e

訂
t

e

T

n
e

ヨ

A
n

F
P

ロ
g
e
.

E
P
→

粥

E
n

g
e
-

∽

G
e
払

p

日
t

P

声
の

的

P
b

e
〉

内
r

箆
e

A

ぎ
e

〓
仁

n

g
-

班
p
ロ

d

H
-

日

記
t

e

→

口
巴
b

班
甲
ロ

d

(

以

下

呂
出
G

A

I

-
＼

-

と

略

す
､

)

S

S
.

-

い

～
∞

-

こ

れ
に

附
随
し
て

､

A

宏

d
e

n

く
○
り

p
り

b
e

芹
e

ロ

聖
-

→

G
e
払

O

E
O

E
e

(

訂
→

e

p
-

打

仁

岩
-

∽

C

F
e

ロ
ー

∽
t

O

T

琶

ど
n

ロ

n

a

S

訂
p
t
-

旨
F
e

ロ

吋

E
-

○

琶
勺

E
e

､

岩
出
G
A
I

-
＼

-

S

S
.

∞

い
､

/
､

-

阜

や

(

2
)

前
掲

ク

準

備
ノ

ー

ト
〃

｡

(

3
)

巳
E
G

A
H

-

＼
-

.

S
.

-

い
.

(

4
)

A

点
宏

什

C
O

コ
ー

ロ
､

内
p

ユ

呂
P
り

舛

e

t

句
ユ
e

n

す
ぃ

O

F

E
ロ
g
e
】

s
〉

】

e

喜

5 .

e

e

t

】

e

喜

招
亡

く

蒜
.

→
○

日
e

勺
り

e

ヨ
ー

㌢
e

.

p
一

-

∞

レ
t

第
一

点

に

つ

い

て

は
､

特
に

､

プ

ル

タ

ー

タ

の

エ

ピ

ク

ロ

ス

批

判
の

分

析
､

及
､

神

学

的

籍

神

と

哲

学
の

関

係

を

論
じ

た

箇
所
に

み

ら

れ
､

第
二

点

は
､

歴

史
の

生

成
と

哲

学
の

関

係
を

論
じ

た

部

分

お

よ

び
､

学

位

論

文
の

本

文
に

み

る

こ

と
が

で

き

る
､

と
コ

ル

ニ

ュ

は

云

っ

て

い

る
｡

(

5
)

第
二

の

点

を

特
に

重

視
し

ょ

う
と

す
る

見

解
は

､

コ

ル

ニ

】て

前

掲

書
の

他
､

勺
○
-

日
-

岩

→
O
g

-

㌻
t
t
-

-

U
e

H
e

g

巴

巴
-

ヨ
p
→

已
?

ロ
e

､

｢
P

ロ
○

亡
く
e
】

-

e

C

ユ
ニ
β

芦
e

-

f

か

∃
訂
→

-

諾
ぃ

Z
〇
.

か

N
-

p
p
.

-

N

～
宗
.

お

よ

び
､

G
e

O
→

粥

｢
仁
打

p
O
仏

〉

N

已
+

匂

E
-

○
∽

○

勺

E
岩
F
e

n

J

､
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E

已
宅
訂
打
-

ロ

ロ

g

(

ど
仏

言
H

虎
e

n

己
p
→

舛

(
-

窒
○

～
-

∞

芦
)

)

ロ
e

已
s
O

e
･

β
F

N
e

訂
○

官
小

f
t

旨
→

勺

E
-

○

琶
匂

已
e

.

N
一

N
.

J

p

F
→

粥

巴
】

g
〉

-

¢

窒
･

S
Ⅷ
.

N

∞

∞

～

冨
･

邦
訳

､

平

井
俊
彦
訳

｢

若
き
マ

ル

ク

ス

+

社

会

科

学
選

書
が

あ

る
｡

さ

て
､

マ

ル

ク

ス

は
､

エ

ピ

ク

ロ

ス

研
究
の

動
機
に

つ

い

て

次
の

よ

う

に

云
っ

て

い

る
｡

ギ

リ
シ

ャ

世
界
の

崩
壊
期
の

哲
学
た

る
エ

ピ

ク

ロ

ス

主

義
な

ど
は

､

従
来
の

見
解
に

よ

る

と
い

か

な
る

意
味
に

お

い

て

も

歴
史
的

独
自
性
を

与
へ

ら

れ

て

い

な

か

っ

た
｡

し
か

し

お

よ
そ

｢

生

起
､

隆
盛

､

消
滅
は

一

切
.の

人
間
的
な

も
の

が

遍
歴
せ

ざ

る

を

え

な
い

青
銅
の

軌
道
で

(

1
)

あ
+

っ

て
､

し
た

が
っ

て

｢

ギ

リ

シ

ャ

哲
学
が

ア

リ
ス

ト

テ
レ

ス

に

お
い

て

極
盛
に

た
っ

し
た

後
､

や

が

て

没
落
し

た

と

し

て

も

な

ん

ら

不
思
議
で

は

な
い

…
:
･

没

落
と
い

う
こ

と

は

生

命
あ
る

も
の

に

必

然
な

も
の

で

あ
■つ

て
､

そ

れ

ゆ

え
､

こ

の

没

落
の

形
象
も

そ
の

生

命
の

形
象
と

同
様
に

､

そ

(

2
)

の

独
自
性
に

お
い

て

把
握
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

だ

ろ

う
+

す
な

わ

ち
､

過

渡
期
の

哲
学
の

独
自
的
意
義
を

規
定
し

た
か

っ

た
の

で

あ
る

｡

い

い

か

え

れ

ば
､

｢

自
己

意
識
の

哲
学
+

は

歴
史
的
に

み

る

な

ら

ば
､

極
め

て

明
確
な

積
極
的
進

歩
的
働
き

を
も

つ
､

と
い

う
こ

と

を

明
ら

か
に

し

た
か
っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

こ

と

は
､

エ

ピ

ク
ロ

ス

派
等
と

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
を

同

じ

自
己

意
識

諸
学
者
と

し
て

の

ぺ

て

い

る

｡

と

か

ら

も

な

お
一

層
明
ら

か

な
こ

と

で

あ

る
｡

い

わ

ゆ
る

｢

自
己

意
識
の

哲
学
+

は
､

古
代
で

は

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

哲
学

､

近

代
で

は
ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
の

よ

う
に

全
体
的
に

世

界
を

把
握
し
た

と

称
す
る

大
き

な

綜
合
的
体

系
の

あ

と
に

必

ず
で

て

く
る

も
の

で

あ
っ

て
､

そ

れ
は

歴
史
が

転
換
点
に

来
た
こ

と
の

兆

候
で

あ
り

､

(

4
)

そ
の

哲
学
は

世
界
の

危
機
の

表
現
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

歴
史
の

転
換
点

に
､

み

ず
か

ら

も

身
を

お
い

た
マ

ル

ク

ス

が

抱
い

た
｢

自
己

意
識
の

哲
学
+

こ

そ
､

マ

ル

ク

ス

が

そ
の

思
想
形
成
の

出
発
点
に

お
い

て

も
っ

た
､

最
初

の

明
確
な

ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

で

あ
っ

た
､

と
い

う
こ

と

が

で

き

る
｡

(

1
)

呂
E
G

A
H

-
＼

-

叩

-

山
･

(

2
)

I

E
(

r

S
.

-

い
･

(

3
)

Ⅰ

♂

己
-

}

S

∽
･

巴
～
宗
･

(

4
)

呂
出
G
A

H

忘
S
.

山

N

リ

マ

ル

ク

ス

は

こ

の

よ

う

な

時

代
に

生

き

る

も
の

と

し
て

､

｢

今
こ

そ
､

エ

ピ

ク

ロ

ス

沢
､

ス

ト

ア

派
､

懐

疑

派
の

諸

体

系
を

理

解
で

き

る

時
が

き

た
､

そ

れ

は

自

己

意

識
の

哲

学

で

あ

る
､

+

と
の

べ

て

い

る
｡

で

ほ
マ

ル

ク

ス

の

い

う
｢

自
己

意
識
の

哲
学
+

の

歴
史
的
役
割
と

は

ど

の

よ

う
な

も
の

で

あ
っ

た

ろ

う
か

｡

マ

ル

ク

ス

は

こ

れ

を

歴
史
の

発
展
過
程
と

哲
学
の

関
係
と

し

て

の

ぺ

て

い

る
｡

す
な
わ

ち
､

哲
学
は

歴
史
に

お
い

て

歴
史
と

同
一

の

も

の

と

な

る

と
い

う
形
で

合
理

的
性
格
を

具
体
的
全
体

的
に

と

り
､

逆
に

歴
史
を

も

ま

た

合
理

的
な

も
の

に

す
る

の

だ
が

､

や

が

て

現
実
世
界
が

更
に

発
展
す
る

に

し

た

が
っ

て
､

こ

の

よ

う

な

全
体
的
体
系
と

不
一

致
な

も
の

と

な

り
､

非
合
理

的
な

も
の

に

な
っ

て
､

哲
学
と

現
実
の

統
一

的
関
係
の

分
裂

･

対

(

1
)

立
が

生
ず
る

時
が

必

ず
や
っ

て

く
る

｡

こ

の

時
､

世
界
は

哲
学
を
か

い

た

意
志
な

き

も
の

に

な

り
､

他
方

､

哲
学
は

現
実
を

か

い

た

抽
象
的
な

意
志

的
な

も
の

に

な
っ

て

し

ま

う
｡

こ

う
し

て
､

共
に

抽
象
的

一

面
性
と

な
っ

た

現

実
世
界
と

哲
学
は

､

鋭
く

対

立
す
る
こ

と
に

な

る
｡

こ

の

よ

う
に

極

端
に

世

界
と
の

関
係
で

緊
張
し

､

主
観
的

･

意
志

的
･

実
践
的

･

理

論
的

9

と
な

っ

た

哲
学
を

､

マ

ル

ク
ス

は

｢

自
己

意
識
の

哲
学
+

も

し

く

は

｢

批

3 7
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…覇
に

お

し
つ

け
る

の

で

な

く
､

む
し

ろ
､

現

実
世
界
に

適
合
し

え

な
く

な
っ

謝

た

哲
学
を

批
判
し

､

現
実
を

法
則
的
に

把
捉
し

直
す
こ

と
に

よ
っ

て

哲
学

を

止

揚
し

な
が

ら
､

か

つ

非
合
理

な

現
実
世
界
を

変
革
す
る

こ

と

に

よ
っ

(

6
)

て

な
の

で

あ
る

｡

マ

ル

ク

ス

に

よ

れ

ば
､

｢

批
判
+

的
行
為
は
か

く
の

ご

と

く
二

面
的
な

も
の

な

の

で

あ

る
｡

(

1
)

巳
H
G

A

:
＼
-

S
･

芦
｢

そ

れ

自

身
の

う

ち
に

自

由
に

生

成
し

た

理

論
的

精

神

が
､

実

践

的
エ

ネ

ル

ギ
ー

と

な

り
､

意
志

と

し
て

ア

メ

ン

テ

ス

の

冥

界
か

ら

現
わ

れ

出
て

､

世

俗

的
で

意
志

な

し
に

存

在

す
る

現

実

態
に

背

く
に

い

た

る

の

は
､

一

の

心

理

学

的

法

則
で

あ

る
｡

+

そ

し
て

､

こ

の

よ

う
な

｢

哲

学
+

の

推

移
の

仕

方
の

う

ち
に

､

｢

哲

学
の

内

在

的

規

定

性
お

よ

び

世

界
史
的

特

権
+

が

逆
に

推
論

さ

れ
る

の

だ
､

と

し

て

い

る
｡

(

2
)

I

文
中

)

S

⊥
い

N
･

｢

通

常
の

ハ

ー

プ

は

誰
れ

が

び

こ

う

と

問
題
で

は

な
い

が
､

風

神
ア

イ
オ

ロ

ス

の

ハ

ー

プ

は

嵐
の

み

が

ひ

か

ね
ば

な

ら

な
い

｡

そ

し

て

ま

た
､

こ

の

嵐
は

偉

大
な

世

界
哲

学
に

よ
っ

て
､

ぅ
け
つ

が

れ

る

の

で

あ
る

が
､

し
か

し
､

こ

の

嵐

に

よ
っ

て

誤

り
に

導
か

れ

る

の

を

放
置

し
て

お

い

て

は

な

ら

な
い

｡

+

ま

た
､

｢

こ

の

歴

史
的

必

然

を

理

解
で

き

心

も
の

は

中

庸
な

弁
証

法
が

､

自

己

意

識
の

形

態

を

と
っ

た

精
神
の

カ

テ

ゴ

リ

ー

の

最

高

形

態

を

な

す
と

考
え

た

が

る

傾
向
が

あ
る

｡

…

…

だ

が

絶
対

精
神
の

ノ

ー

マ

ル

な

表

現
と

さ

れ
る

中

庸
性
は

際

限
な

く
一

つ

の

非

中

庸
に

お

ち
こ

む
｡

こ

の

歴
史

的

必

然

な
し

に

は
､

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

あ

と
に

ゼ

ノ

ン
､

エ

ピ

ク

ロ

ス

等
が

つ

づ

き
､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

あ

と
に

最

近
の

哲

学
の

一

般
に

極

め
て

貧

し
い

試
み

が

現

わ

れ

た

と
い

う
こ

と
を

理

解

す
る

こ

と

が

で



( 7 1 ) 研 究 ノ ー ト

き

な
い

｡

+

(

3
)

こ

の

よ

う
に

哲

学
と

現

実
と
い

う

対

立

物
の

問
の

矛

盾
を

強

調

す
る

こ

と

は
､

い

わ

ゆ
る

ヘ

ー

ゲ

ル

の

観

念
的

な

弁

証

法

に

対

し

て
､

こ

の

場
合

客

観

的

現

実
に

相
対

的
独

立

性
を

与

え

る

こ

と
に

な

っ

て

い

る

こ

と

は

注

意

し
て

お

か

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

(

4
)

l

E
a

こ

S
S
.

-

い

N

～
-
山

P

な
お

､

マ

ル

ク

ス

は
ロ

マ

ン

主

義
的

態

度
は

前

者
で

あ

る

と

し
､

そ

れ

に

対

し
て

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

的

批

判
者

の

態

度
を

後
者
と

考
え

て

い

る

よ

う

だ
｡

こ

う
い

う

点
に

も
､

マ

ル

ク

ス

は

急

進

的
ブ

ル

ジ

ョ

ワ

ジ

ー

の

立

場
に

立
っ

て

い

た

と
い

う
こ

と

が

う
か

が

わ

れ

る
｡

(

5
)

I

宮
戸

-

S
.

竺
～
a
｢

哲

学
が

外
に

向
っ

て

闘
う

と
こ

ろ
の

も

の

は

哲
学

自

身
の

内

的

欠

陥
で

あ
る

｡

+

し
た

が

っ

て
､

｢

闘

争
の

過

程
で

哲
学

自
身
は

､

哲

学
が

関
っ

て

い

る

当
の

疾

患
に

お

ち
い

る

の

で

あ

り
､

哲

学
は

こ

の

疾
患

に

陥

る

こ

と
に

よ

っ

て

初
め

て

み

ず
か

ら

を

止

揚
し

う
る

の

で

あ

る
｡

+

ま

た
､

｢

哲
学
の

実

現
は

､

同

時
に

哲
学
の

喪
失
+

で

あ
る

｡

｢

批
判
的
哲
学
+

は
､

こ

の

よ

う
に

､

ま

ず
抽
象
的

一

面
性
と

し
て

現

実
的
世
界
と

対

立
し
､

こ

れ
に

対

し
て

批
判
の

立
場
に

た

つ

が
､

同
時
に

(

1
)

そ

れ

を

媒
介
と
し

て

哲
学
の

旧

体

系
に

批
判
の

矢
を

む

け
る

｡

な

ぜ

な

ら

ば
､

｢

哲
学
が

非
哲
学
か

ら

世
界
を

解
放
す
る

と
い

う
こ

と
は

､

同
時
に

世

界
を

一

定
の

体
系
と

し
て

姪
桔
に

つ

な
い

だ

哲
学
か

ら
の

哲
学
自
体
の

解

(

2
)

放
で

あ

る
+

か

ら

だ
｡

し
た

が
っ

て
､

従
来
の

現
実
世

界
に

対

応
す
る

哲

学
体
系
は

批
判
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

の

で

あ

り
､

そ

れ

は

ギ

リ
シ

ャ

に

お

い

て

ほ
ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

で

あ
っ

た

し
､

マ

ル

ク

ス

白
身
の

時
代
に

率
い

て

は
ヘ

ー

ゲ
ル

で

あ
っ

た
｡

そ

れ

ら
の

旧

体

系
を

尿
持
す
る
こ

と

は
､

こ

の

過
渡
期
に

あ

た
っ

て

は

旧

世
界
の

反
動
的
弁
護
で

し

か

な
い

｡

現
実
に

新
ら

し
い

世
界
が

生

じ
っ

つ

あ

る

と

き
に

､

旧

体
系
が

､

あ

る

が

ま

ま
の

も
の

を

合
理

的
と

す
る
こ

と

は
､

現

実
と
の

嫌
悪
す
べ

き

妥
協
で

あ

る

に

す
ぎ

な
い

｡

こ

の

よ

う
な

妥
協
が

生

ず
る
の

は
､

そ
の

体
系
が

原
理

的
に

(

3
)

不

充
分
で

あ
る

か

ら
に

他
な

ら

な
い

｡

い

い

か

え

て

み

れ

ば
､

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

や
ヘ

ー

ゲ

ル

を

こ

え

て

進
む
ぺ

き

新
た

な

世
界
の

原
理
を

､

現
実

的
世
界
の

批
判
的
変
革
を

媒
介
と
し

て
､

批
判
的
哲
学
は

､

明
ら
か

に

し

て

い

か

ね

ば

な

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

う
し

て
､

｢

批
判
的

哲
学
+

は
､

過
渡
期
に

あ
っ

て
､

(

1
)

現
実
的

世
界
を

実
践
的
理

論
的
に

批
判
す
る

と

同
時
に

､

(

2
)

旧

習
草
体
系
を

批

判
す
る

と
い

う
点
で

､

独
自
の

役
割
と

意

義
を

も
つ

と

考
え

ら

れ
た

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

｢

批
判
的
哲
学
+

あ

る
い

は

｢

自
己

意
識
の

哲
学
+

は
､

し

か

し
､

他
の

青
年
ヘ

ー

ゲ

リ

ア

ン

の

そ

れ

と

区

別
さ

れ
て

い

る
｡

他
の

青
年
へ

ー

ゲ

リ

ア

ン

の

｢

批
判
+

な

る

も
の

は
､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

内
的

本
質
を

固
定
的
に

保
持
し
､

そ
の

理
念
を

も
っ

て

現
実
を

考
量
す
る

抽
象

的
一

面
的
立

場
に

と

ど

ま
っ

て

い

る
｡

彼
ら
の

批
判
的
立

場
は

､

ヘ

ー

ゲ

ル

を
こ

え

て

い

る

も

の

で

は

決
し
て

な
い

､

と
マ

ル

ク

ス

は

い

っ

て

い

る
｡

こ

う
し
て

真
の

｢

批
判
哲
学
+

は
､

(

3
)

こ

の

よ

う
な

立
場
を

も

克

服
し

て

い

か

ね

ば

な

ら

な
い

｡

以

上
が

､

マ

ル

ク

ス

過
渡
期
の

哲
学
と

し

て

の

｢

批
判
的
哲
学
+

の

内
容
で

あ
る

､

と

い

う
こ

と

が

で

き

よ

う
｡

さ

て
､

以

上
の

三

点
に

わ

た
る

特
徴
づ

け
を

､

マ

ル

ク

ス

白
身
の

時
代

の

｢

批
判
的
哲
学
+

の

三
つ

の

課
題
と

考
え
る

と

ど

う
な
る

で

あ

ろ

う
か

｡

上

第
一

は
､

現
実
世
界
川

プ
ロ

シ

ア

絶
対

主

義
の

批
判

｡

第
二

は
､

ヘ

ー

ゲ

朗
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( 7 3 )
､

研 究 ノ ー

家
が

決
し
て

市
民
社
会
に

お

け

る

特
殊
性
と

普
遍
性
の

矛
盾
を

止

揚
し
た

真
の

国
家
で

は

な
い

､

と

批
判
し
て

い

る
｡

彼
は
ヘ

ー

ゲ
ル

に

従
っ

て
､

(

1
)

現
実
的
自
由
の

理

念
を

普
遍
と

特
殊
の

実
体
的
統

一

と

考
え

プ
ロ

シ

ア

は

決
し
て

こ

の

よ

う
な

意
味
で

の

国
家
で

な
い

こ

と

を

批
判
し

た
｡

彼
は

立

憲
君
主
制
的
プ
ロ

シ

ア

国
家
の

中
に

､

へ

1

ゲ

ル

の

い

う
市
民

社
会
の

精

神
以

外
の

な
に

も
の

も

見
出
す
こ

と
が

で

き

な
い

と
い

う
形
で

､

こ

の

批

判
を

遂
行
し
た

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

は

ち
ょ

う
ど
ヘ

ー

ゲ
ル

が
､

市
民
社

会
の

精
神
が

ま
さ

に

特
殊
性
の

精
神
で

あ

る

ゆ

え

に
､

国
家
の

有
限
性
に

す
ぎ

な
い

と

し
て

市
民

社
会
を

批
判
し

た
の

と

同

様
に

､

プ
ロ

シ

ア

国
家

の

内
面
性
は

特
殊

性
の

精
神
で

あ

る

ゆ
え

に
､

プ
ロ

シ

ア

国
家
は

自
由
の

(

2

)

現
実
態
と

し

て

の

国
家
で

は

な
い

､

と

批
判

し

た

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

批
判
の

根
拠
は

ま
っ

た

く
ヘ

ー

ゲ
ル

の

立
場
で

あ
っ

て
､

異
な

る

点

は
､

立

憲
君
主
制
国
家
と

し

て

の

プ
ロ

シ

ア

を
ヘ

ー

ゲ

ル

の

よ

う
に

国
家

理

念
の

現
実
態
と

せ

ず
､

反
動
的
強
権

国
家
と

し

た
マ

ル

ク

ス

の

自
由
主

(

3
)

義
的
立
場
と
い

う
点
で

あ

る

に

す
ぎ

な
い

｡

(

1
)

岩
田
G
A

H

-
＼

-
}

S
.

N

怠
｢

〝

ケ

ル

ニ

ッ

シ

エ

･

ツ

ァ

イ

ト

ン

グ
″

第
一

七

九

号
の

社

説
+

の

中

で

彼
は

､

｢

最
新

哲

学
の

一

層

理

念

的
で

一

層

根

本

的

な

見

解
は

､

全

体
の

理

念
か

ら

こ

れ

を

構

成

す

る
､

そ

れ

は

国

家

を

大
い

な
る

有

機
体
と

み

な

し
､

こ

の

有

機

体
に

お

い

て

は
､

法

的

道

徳

的
お

よ

び

政

治

的

自

由
は

そ

の

実

現

を

達
成

す
べ

き

も
の

で

凍

り
､

個
々

の

公

民
は

国

法

に

従

う
こ

と

に

よ
っ

て
､

も
っ

ぱ

ら

彼
自

身
の

理

性
､

人

間
的

理

性
の

自

然
的

諸

法

則
に

従

う
こ

と
に

な

る

の

で

あ

る
+

と
ヘ

ー

ゲ

ル

の

法

哲
学
を

評
価
し

､

み

ず
か

ら

も
こ

の

見
解
に

た
つ

こ

と

を

示

し

な
が

ら
､

｢

何
ら

か

の

衛

動
か

ら
､

ま

た

は

理

性

と
い

っ

て

も

社

会
の

理

性
か

ら

で

は

な

し
に

個
々

の

理

性
か

ら

国

家

を

構

成

す
る
+

立

場
に

み

ず
か

ら

を

対

立
せ

し

め

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

ヘ

ー

ゲ

ル

法

哲
学
の

構
想

を

共

に

し
て

い

た

の

で

あ

る

が
､

し
か

し

厳
密
に

い

え

ば
､

こ

の

国
家

理

念
の

内

容

も
ヘ

ー

ゲ
ル

と
マ

ル

ク

ス

で

は

異
な
っ

て

い

る
､

す
な

わ

ち
､

マ

ル

ク

ス

は

す
で

に

国

家
の

現

実

的

な

原

理

を

事
実
上

頬

的

本

質
と

し

て

の

人

間
､

或
い

は

｢

人

民
+

に

求
め

て

い

る

か

ら
で

あ
る

｡

た

と

え

ば

次
の

よ

う
に

云

う
､

法
が

真

実
に

市

民
の

権

利

を

保

証

す
る

の

は
､

｢

国

民

意
志
の

意
識

表

現
の

法

則
が

､

国

民

意
志

を

も
っ

て
､

ま

た

国
民

意
志

を

通

じ
て

創
造
さ

れ
る

時
に

の

み

存

在
す

る
｡

+

(

呂
E
･

G

A
H

-
＼

-
､

S
.

ご
¢

ロ
叩

→

E
F
e

旨
e
-

几

F
日

管
g
e
¢

訂
e

已
弓

弓
♪

声
F

N

〕
ま
た

､

｢

プ

ロ

シ

ア

に

お

け
る

議
会

委
員
会
+

を

問
題
と

し

た

論

文

の

中
で

､

議
会
及

議

員
の

性

格
に

つ

い

て
､

次
の

よ

う
に

の

ぺ

て

い

る
｡

有

機

的
な

国
家

理

性
の

知
識
を

代

表
す
る

も

の

は
､

｢

国

民

の

知
識
の

自
覚
的

代
表
+

で

な

け

れ

ば

な

ら

ず
､

｢

そ

し
て

こ

の

場
合

､

そ
の

国

民
の

知
識
な

る

も
の

は
､

国

家

に

対

し

て

個
々

の

欲

望

を

主

張
し

ょ

う
と

す
る

も

の

で

は

な

く

し

て
､

そ

れ

の

最
高
の

欲

望

は
､

実
に

そ
の

知

識
の

行

動
と

し

て

の
､

知
識

固
有
の

国

家
と

し

て

の
､

国

家

そ

の

も
の

た
る

こ

と
を

主

張
す
る

の

で

あ

る
｡

･

…
:

そ
の

代

表

と

は
､

国

民

自
身
で

は

な
い

何
か

別
の

素
材
の

代

表
と

解

さ

れ

て

は

な

ら

な
い

｡

む

し

ろ

そ

れ

ほ
た

だ
､

国

民
の

自
己

代
表

と

し

て
､

一

っ

の

国
家

行

為

と

し
て

､

…

…

解
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

‥

…

そ

の

3

代

表

と
は

…

…

最
高
の

カ
の

自
覚
的

な

清

動
で

あ
る

と

み

ら
れ

ね

ば

朗



ノ

㌔
巾

ン

一 橋論叢 第四十 六 巷 第 四 号 ( 74 )

な
ら

な
い

｡

+

H

E
丸
い

坪

山

い

ゃ

(

2
)

マ

ル

ク

ス

は

｢

出

版

検

閲

法
+

に

関

し

て

の

ぺ

て

い

る

中
で

､

議
会
の

こ

の

法

案
に

関

す
る

討

論
に

つ

い

て

分

析
し
､

次
の

よ

う
に

云

っ

て

い

る
､

｢

討

論
が

我
々

に

提
供

し

て

い

る

も
の

は
､

出
版
の

自

由
に

反

対

す
る

王

侯

身

分
の

論

争

で

あ

り
､

貴
族

身

分
の

論
争
で

あ

り
､

都
市

身

分
の

論
争
で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ
え

､

こ

こ

で

論

争
し

て

い

る

の

は

個
々

人

で

は

な

く

身

分
で

あ
る

｡

+

と

の

べ

､

｢

彼
ら

は

自
由

を

個
々

人
お

よ

び

個
々

の

身

分
の

個
体

的
な

特

性
と

し

て

し

か

考

察

し
て

い

な
い

の

で
､

当

然
の

帰

結
と

し

て
､

普
遍

的
理

性
と

普

遍

的

白

由
を

､

有
害

な

思

想

と
か

､

『

論
理

的
に

く

み

た

て

ら

れ

た

体

系
』

の

幻

影

と

か

の

系

列
に

加
わ

る

も

の

と

み

な

さ

ざ

る

を

え

な

か

っ

た
｡

彼
ら

は
､

特

権
を

も
つ

人

間
の

特
殊
な

自

由
の

救

済

を

望
ん

で

い

た
の

で
､

人

間

本

性
の

普

遍
的

自

由

を

非

難

し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

+

と

批
判

し
て

い

る
｡

(

巳
E
G
A

I

-

手

∽
.

-

∞

や

お

よ

び

H

茫
d
･

)

S
･

-

声
)

ま

た
､

｢

木
材
せ

っ

盗

法
+

に

関

す
る

議

事

録
を

批
判
し
た

論
文
の

中
で

､

た

と
へ

ば

次

の

よ

う

に

い

っ

て

い

る
｡

｢

森
林

所

有
者
の

傭
人

を

変
じ
て

国

家
の

権
威
た

ら

し

め

る

こ

の

論

理
は

､

国

家
の

権

威

を

変

じ
て

森

林

所

有

者
の

傭
人

と

す
る

こ

と
で

あ

り
､

国

家
の

組

織
､

個
々

の

行

政

官

庁
の

規
定

､

･
一

切
の

も
の

は

崩

壊
し

て
､

一

切
の

も
の

を

森
林

所

有
者
の

手

段
に

堕
せ

し

め
､

又

彼
の

利
益

を

全

機
構
の

決

定

的

精
神
と

し
て

現

わ

し

め

ね

ば

な

ら

ぬ
､

国

家
の

あ

ら
ゆ

る

機
関
は

､

森

林

所

有

者
の

利

益
を

き

き
､

か

ん

祝

し
､

評

価
し

､

保

護
し
､

掴

み
､

走
る

と
こ

ろ
の

耳
､

目
､

腕
､

脚
と

な
る

｡

+

し

た

が

っ

て
､

｢

も

し

私

的

利

益
が

国

家
を

私

的

利

益

の

手

賢
し

て

し

辛
フ

｡

と
が

明

ら
か

に

な
る

場
合

､

私

的
利

益
の

湖

代

表
で

あ

る

州

会
が

国

家
を

私

的

利

益
の

思

想
に

堕
落

さ

せ

よ

う

と

し

て

い

る

と
い

う

結
論

が

ど

う

し
て

出
て

こ

な
い

だ

ろ

う

か
｡

い

ず

れ
の

現

代

国

家

も
､

な
る

ほ

ど

ま
だ

ほ

な

ほ

だ

し

く

そ

の

概

念
に

ふ

さ

わ

し

く

な
い

が
､

こ

の

よ

う
な

立

法

権
の

最
初
の

行

使
に

あ
た
っ

て
､

我
々

は

次
の

如

く

叫
ぶ

こ

と

を

余

儀
な

く

さ

れ
る

､

汝
の

道
は

わ
が

這
で

な

く
､

汝
の

思

想
は

わ

が
田

蒜
心

で

は

な
い

ー
･

と
+

(

E

甲

G
A

I

-

＼
-

､

∽
･

N
∞

γ

お

よ

び

H

茫
d

一

､

S
.

N

00

ご

そ

の

他
､

I

E
d

.

-

S

∽
･

い

ぃ

N

～
い

窒

を

参
照
さ

れ

た
い

｡

(

3
)

ヘ

ー

ゲ
ル

法

曹

学

上

岡

じ

構
想
に

た

ち
な

が

ら
､

し

か

も
プ

ロ

シ

ア

立

憲
君

主

制

を
こ

の

よ

う
に

自
己

を

止

揚

し
っ

つ

あ
る

中

間
物

と

し

て

把

握

し

え
た

の

は
､

マ

ル

ク

ス

の

自

由
主

義

的

立

場
で

あ
っ

た
が

､

そ

の

理

論
的
な

意

味
に

つ

い

て

は
､

注

(

1
)

で

い

う
人

民

の

意
志

を

国

家
理

念
の

現

実

的
根

拠
と

考

え
る

考
え

方
が

あ
っ

た

と

い

う

息
が

重

要
で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

の

現
実
世
界
の

批
判
が

ま

だ

｢

抽
象
的

一

面
的
+

で

あ
っ

た

と

す
れ
ば

､

と

う
ぜ

ん

第
二

の

ヘ

ー

ゲ
ル

批
判
と
い

う
点
で

も
､

彼
の

意

図
し
た

原
理

的
批
判
は

不

可
能
で

あ
っ

た
｡

し
か

し
､

原
理

的
批
判
と
い

ぇ

な

い

に

し

て

も
､

へ

1

ゲ

ル

法
哲
学
を

次
の

よ

う
な

諸
点
に

お
い

て

批

判
す
る

こ

と

が

で

き

た
｡

第
一

に
､

マ

ル

ク
ス

は
､

ヘ

ー

ゲ
ル

に

お

い

て

は

市
民

社
会
を

国
家
に

包
摂
す
る

も
の

と

し

て

考
え

ら

れ
た

議
会
は

現
実

の

プ
ロ

シ

ア

国
家
に

お

い

て

そ

の

よ

う
な

意

義
を
に

な
っ

て

お

ら

ず
､

む

し

ろ

諸
身
分
の

特
殊
的
利
益
の

闘
争
場
と

な
っ

て

お

り
､

議
会
に

お
い

て

は
､

決
し
て

人
民
の

普
遍
的
意
志
が

表
現
さ

れ

て

い

る

の

で

は

な
い

､

と
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批
判
し
た

｡

第
二

に
､

同
じ

く

市
民

社
会
を

国
家
に

包
摂
す
る
エ

レ

メ

ン

ト
で

あ
る

官
僚
制
を

一

方
に

お
い

て

私
人
の

国
家
に

対

す
る

要
求
を

国
家

的
政

策
原
理
に

ま
で

た

か

め
､

国
家
を

私
的
な

も
の

に

歪
め
る

も
の

と

し

て

批
判
し

､

他
方
で

､

官
僚
が

み

ず
か

ら

属
す
る

身
分
の

特
殊
的
利
益
を

国
家
の

政
策

的
原
理

と

し
て

絶
対

化
し

､

こ

う
し

て

国
家
を

私
的
利
益
の

(

1
)

手
段
に

堕
さ

し

め

て

い

る

と

し
て

批
判
し
た

｡

第
三

に
､

ヘ

ー

ゲ
ル

に

お

い

て

は

市
民

社
会
の

国
家
へ

の

止

揚
の

必

然
性
を

示

す
範
疇
で

あ

る

身
分

が
､

現
実
の

プ
ロ

シ

ア

国
家
に

お
い

て
､

決
し
て

私
的
身
分
で

あ

り

な

が

ら

同
時
に

政
治
的
身
分
で

あ

る

と
い

う
意

義
を

も
た

な
い

も

の

と

し

て

批

(

2
)

判
し

た
｡

こ

れ

ら
三

点
は

､

い

ず
れ

も
ヘ

ー

ゲ
ル

法
哲
学
の

基
本
問
題
で

(

3
)

あ

る

市
民

社

会
か

ら

国
家
へ

の

移
行
を

示

す
具
体

的
範
疇
で

あ
っ

て
､

マ

ル

ク

ス

は
､

ヘ

ー

ゲ
ル

が

｢

国
家
+

の

実
在
様
式
と

し
て

語
っ

た

プ
ロ

シ

ア

国
家
の

こ

れ

ら

諸
制

度
を

批
判
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

ヘ

ー

ゲ
ル

法
哲

学
の

現
実
妥
協
の

面
を

批
判
す
る

こ

と
が

で

き

た
｡

そ

し

て

こ

の

批
判
の

過
程
で

､

近

代
ブ

ル

ジ
ョ

ワ

社
会
に

お
い

て

は
､

国
家
は

あ

く

ま

で

市
民

社

会
に

敵
対

す
る

と

い

う
命
題
に

近
づ

い

て

い

っ

た
の

で

あ

る
｡

さ

ら

に

マ

ル

ク

ス

は
こ

の

時
期
に

お

い

て
､

国
家
は

人

民
の

現
実
的
自
由
の

体
化

物
で

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

い

う
考
え

を
､

｢

デ
モ

ク

ラ
シ

ー
+

の

立

易
か

ら

主
張
す
る

こ

と
が

で

き
た

｡

し
か

し
､

こ

れ

ら
の

批
判
点
は

､

す
で

に

｢

国
法
論
批
判
+

で

の

ヘ

ー

ゲ
ル

法
哲
学
批
判
の

基
本
的
諸
命
題
を

先
取

り

す
る

も
の

で

あ
っ

た

と

は
い

え
､

そ

れ
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

原
理

的
批
判
と

な

る

こ

と

が

で

き

な
か

っ

た
｡

(

そ

れ

ら

が

｢

原

理

的

批
判
+

を

構
成

す
る

た

め

に

ほ
､

｢

疎
外
+

の

視

点
が

入
っ

て

く

る

必

要
が

あ
っ

た
の

で

あ
る

｡

)

(

1
)

呂
H
G

旨
l

-

＼

-
)

S
･

い

急

が

特

に

重

要
で

あ
る

｡

(

2
)

す
で

に

注
に

お

い

て

引

用

し

た
マ

ル

ク

ス

の

議

会

批
判
の

中

に

そ

れ
が

み

ら
れ

る

が
､

又
､

次
の

よ

う

な

箇

所
も

参
照
さ

れ

た
い

｡

巳
肖
G
A
H

モ
ー

ー

S
.

い

N

い
t

(

3
)

こ

の

よ

う
に

市

民

社

会
か

ら

国

家
へ

の

移

行
の

考
え

方
が

ヘ

ー

ゲ
ル

と

異

な
る

と

す
れ

ば
､

そ

れ

に

対

す

る

マ

ル

ク

ス

の

積

極

的

見

解
が

あ
っ

て

し

か

る
べ

き
で

あ

る
｡

た

と

え

ば

次
の

よ

う

な

見

解
が

散
見
で

き

る
｡

す

な

わ

ち
､

人

民
に

対

立

す
る

官

僚

国

家
が

､

自

己

の

行
政

原
則

を

う

た

が

わ

な
い

か

ぎ
り

は
､

私
人

は
こ

れ

を

自

己
の

外
に

あ

る

強

制

力
と

感

じ
､

｢

国

家
と
の

闘

争
を

自
覚
し

て
､

真
に

国

家

的

な

創
造

力
を

も
つ

官

吏
が
+

現

存

す
る

官

僚

全

体
に

と
っ

て

か

わ

る

こ

と
を

要
求

す
る

に

い

た

る
､

あ

る

い

は
､

少

く
も

｢

一

時
は

適

当

で

あ
っ

た
か

も
し

れ

な
い

が
､

現

在
の

ま
っ

た

く

変
化

し
た

時

代
に

は

不

適

当

だ
+

と
い

う
こ

と

を

認

め

さ

せ

よ

う

と

す
る

､

と

云

っ

て

い

る
｡

(

岩
出
G
A

:
＼

-
､

S
.

い

悪
r
)

す
な

わ

ち
､

市

民

社

会
の

止

揚
の

現

実

的
主

体
的

担
い

手
の

問
題
を
マ

ル

ク

ス

は

考

え

て

い

た
｡

以

上
､

要
す
る

に
､

私
は
マ

ル

ク

ス

の

思
想
形
成
の

出
発
点
に

お

け

る

い

わ

ゆ

る

｢

批
判
哲
学
+

の

内
容
を

明
ら
か

に

し
て

き
た

｡

い

っ

て

み

れ

ば
､

そ

れ

は

問
題
意
識
だ

け
か

ら

な
っ

て

い

る

も
の

で

あ
っ

た

が
､

こ

の

間
題
意
識
は

､

一

八

四

四

年
の

経
済
学
研
究
に

よ
っ

て

決
定
的
に

政
治
学

か

ら

経
済
学
へ

と
マ

ル

ク

ス

の

関
心
の

軸
が

移
っ

て

い

く

ま
で

､

マ

ル

ク

ス

を
お

お

か

れ

少
な

か

れ

直
接
に

規
定
し

て

い

た

も

の

で

あ
っ

た
の

で

あ

る
｡

-

h

J

(

一

席
大

草
大

学

院
学

生
)

3 8

ノ
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