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( 5 3 ) カ ー ル ･ マ ル ク ス

お

そ

ら

く

人

間
杜

合
が

存
績
す
る

か

ぎ

り
､

社
食
科
挙
が

な

く

な

る

こ

と

は

な
い

だ

ろ

う
し

､

社

食
科

学
が

存
在
す
る

か

ぎ

り
､

カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス

と
い

う

人

物
の

人

と

学
説

は

た

え

ず
く

り
か

え
し

問
題
に

さ

れ

る

だ

ろ

う
か

ら
､

し

た

が
っ

て

ま

た
マ

ル

ク

ス

の

思

想
髄
系
の

全

貌
を

ご

く

簡

潔
に

要
約
し

て

初

学
者
の

利
用
に

供
す
る

と

い

う

仕
事
に

た

い

し
て

も
､

た

え

ず
需
要
が

あ

る

に

ち

が

い

な
い

｡

し

か

し
､

こ

の

よ

う
な

需
要
に

應
じ

る

こ

と

の

で

き

る

人

は
､

た

と
え

皆
無
で

は

な
い

と

し
て

も
､

多
分
ご

く

少

数
に

ち
が

い

な
い

(

私

自

身
は

も

ち

ろ

ん

こ

の

少

数
者
の

一

人
で

は

な

い
)

｡

マ

ル

ク

ス

の

｢

人

と

学
説
+

を

紹
介
す
る

こ

と
が

と

り

わ

け

困

難
な

の

は
､

こ

の

人

物
の

ス

ケ

ー

ル

が

け
た

は

ず
れ

に

大
き
い

と

い

う
こ

と
の

た

め
で

あ
る

｡

つ

ま

り
マ

ル

ク

ス

に

つ

い

て

の

べ

る

と
い

う
こ

と
は

､

単
に

一

人
の

経
済
畢
者
に

つ

い

て

語
る

こ

と

で

は

な

く
て

､

哲
寧

､

政
治

撃
お

よ

び

経
済
畢
の

各
分
野
で

多
数
の

岡

稔

ヽ

ヽ

ヽ

き

わ

め
て

濁
創
的
な

業
績
を

残
し

た
一

人
の

思
想

家
に

つ

い

て

語

る

と
い

う
こ

と

を

意
味
す
る

が
､

そ

の

う
え

彼
は

単
に

廣
汎
な

分

野
で

仕

事
を

し

た
一

人
の

学
究
に

す
ぎ

な
か

っ

た

の

で

な

く
､

一

九

世

紀
の

酉
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

革
命
運

動
の

渦
中
に

身
を

投
じ

て

極

め

て

波
乱
に

富
ん

だ
一

生

を

迭
っ

た

人

物
で

あ

り
､

そ

の

う
え

彼

の

思

想
の

影

響
力
は

む

し

ろ

死

後
に

お

い

て

い

っ

そ

う

増
大

し
､

二

〇

世

紀
の

二

つ

の

大
き

な

革

命
(

ロ

シ

ア

革
命
と

中

国

革

命
)

は

事
賓
上

､

彼
の

思
憩
の

産

物
な
の

で

あ
る

｡

J
●

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

は

｢

人

間
の

知
力
や

想
像
力
の

大

部
分

は
､

食
後
の

び

と

と
き

か

或
は

一

世

代
か

､

い

ず
れ

に

せ

よ

あ

る

期
間
が

た

て

ば
､

永
久
に

死
滅
し

て

し

ま

う
も
の

で

あ

る

が
､

な

か

に

は

そ

う

で

な
い

も

の

も

あ

る
+

と

の

べ

て

(

『

十
大

経
済
寧

者
』
)

､

マ

ル

ク

ス

を

そ

の

例
に

あ

げ
た

が
､

多
分

､

マ

ル

ク

ス

は

〔

J

一

人
の

人

間
の

思

想
が

人

類
の

歴

史
に

た

い

し
て

い
■
か

に

廉
汎
か

細
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+ h

ソ

っ

持
横
的
な

影
響
を

及
ぼ

し

う

る

か

と
い

う
こ

と
の

恰
好
の

見
本

だ

と
い

っ

て

も

過
言

で

は

な
い

だ

ろ

う
｡

そ

こ

で
､

こ

う
い

う

人

物
の

｢

人

と

寧
説
+

を

手
み

じ

か

に

要

約
し

ょ

う
と

す
る

試
み

は
､

あ

ま
り

成
功
の

見
込

み

の

な
い

仕
事

の

よ

う

に

思
わ

れ

る

か

ら
､

こ

こ

で

は

つ

ぎ
の

三

つ

の

こ

と
に

つ

い

て

の

べ

る

だ

け
に

す
る

｡

第
一

は
マ

ル

ク

ス

が

生
れ

て

か

ら

死

ぬ

ま

で

の

六
五

年
間
に

彼
の

身
の

上

に

お

こ

っ

た

主

要
な

出

爽

事
､

第
二

は
マ

ル

ク

ス

の

経
済
学
説
に

つ

い

て

の

私
の

感
想

､

第

三

は

彼
の

畢
説
の

研
究
を

こ

れ

か

ら

始
め

る

人
に

と
っ

て
､

あ

る

い

は

有
益

な
助

言
と

な

る

か

も

知
れ

な
い

と

思
わ

れ

る

二
､

三

町

鮎
で

あ

る
｡

-

カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス

(

内
a

ユ

巳

賀
且

は
一

八
一

八

年
五

月
五

日

に

ラ

イ

ン

州
の

ト

リ

エ

ル

と
い

う
小

都
市
の

ユ

ダ

ヤ

人

辟
護
士
の

家
に

生
れ

た
｡

嘗
時
の

ヨ

ー

ロ

ブ

パ

は

フ

ラ

ン

ス

革
命
と

イ

ギ

リ

ス

産
業
革
命
の

飴
波
を

う
け

た

動
乱
の

時
代
で

あ

っ

た

が
､

ド

イ

ツ

は

プ

ロ

イ

セ

ン

の

専
制

保

守
政

権
の

支

配
下
に

あ

り
､

思
想

的

に

は
ヘ

ー

ゲ

ル

哲
学
の

全

盛

期
で

あ

っ

た
｡

そ

し

て

マ

ル

ク

ス

の

家

庭
は

｢

か

な

り
の

財
産
も

あ

り

教
養
も

あ
っ

た
が

､

決
し

て

革

命
的
で

は

な
か

っ

た
+

と
い

わ

れ

て

い

る
｡

彼
の

少
年
時
代
の

こ

と

は

ほ

と
ん

ど

知
ら

れ

て

い

な
い

が
､

ギ

ム

ナ

ジ

ウ

ム

の

卒
業
試
験
(

一

七

歳
の

と

き
)

の

作
文
(

｢

職

業
の

選

揮
に

あ

た
っ

て

の

一

青

年
の

考

察
+

と
い

う

魔
の

作
文
)

が

残
っ

て

い

る
｡

要
す
る

に
､

人

は

自
分
自
身
だ

け
の

た

め
で

な

く
人

類
の

た

め
に

最
む
よ

く

働
く
こ

と
の

で

き
る

よ

う
な

地

位
を

選

ぶ

べ

き

だ

と
い

う
の

が
､

こ

の

作
文
の

趣
旨
で

､

純
眞
な

理

想

主

義
的
少

年

な

ら

誰
で

も

書
き

そ

う
な
こ

と
だ

が
､

あ

と

で

の

べ

る

よ

う
に

､

彼
が

賓
際
に

六
五

年
の

生

涯
を

ま
さ

に

そ

の

よ

う

に

生

き
た

と
い

う
こ

と

を

考
え

あ

わ
せ

る

と
､

い

さ

さ

か

感
慨
ふ

か

い

も
の

が

あ

る

と
い

え

よ

う
｡

ギ
ム

ナ

ジ

ウ

ム

卒
業
後

､

一

年
間

､

ボ

ン

の

大

挙
で

法
律
学
を

撃
ん

だ
が

､

彼
の

父
の

手

紙
に

よ

る

と
､

ボ

ン

時
代
の

マ

ル

ク

ス

は

詩
を

作
っ

た

り
､

酒
を

飲
ん

で

｢

ば

か

さ

わ

ぎ
+

を

し

た

り
､

決
闘
を

し

た

り

す
る

こ

と

に

主
と

し
て

時
間
を

資
し

た
｡

し
か

し

後
に

マ

ル

ク

ス

夫

人

と

な
っ

た

イ
ェ

ン

ニ

ー

･

フ

ォ

ン

●

ヴ
ュ

ス

ト

フ

ァ

ー

レ

ン

と

婚
約
を

結
ん

だ

の

も
こ

の

と

き
で

あ
っ

た
｡

の

ち
に

べ

ル

リ

ン

大

草
へ

移
っ

て

か

ら

は
､

マ

ル

ク

ス

は

哲
学
お

よ

び

歴

史

学
の

研
究
に

没
頭
し

た
｡

ほ

じ

め
て
ヘ

ー

ゲ

ル

の

著

作
に

接
し
た

と

き
､

マ

ル

ク

ス

は

そ

の

｢

奇
怪
な

白

岩

的
メ

ロ

デ
ィ

+
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計
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に

反

撥
を

感
じ
た

が
､

熟
讃
し
て

尊
敬
を

感
ず
る

よ

う
に

な

り
､

尊
敬

は

急
速
に

崇
拝
に

な
っ

た
｡

彼
は

紳
畢
講
師
ブ

ル

ノ

ー

･

バ

ウ

ア

ー

を

中
心

と

す
る

左

派
の

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

汲
の

グ

ル

ー

プ

に

加
わ

り
､

学
位

論
文

『

デ
モ

ク

リ

ト

ス

の

自
然
哲

撃
と
エ

ピ

ク

ロ

ス

の

自
然
哲
学
の

差

異
に

つ

い

て
』

の

中
で

は
､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

こ

と

を

｢

主

人
の

如
き

思

索
家
+

と

呼
ん

で

い

る
｡

は

じ

め
マ

ル

ク

ス

は

大

草
教
授
に

な

ろ

う

と

考
え

て

い

た

が
､

昔
時
の

ド

イ

ツ

で

は

多
少
と

滝

革
新
的
な

思

想
の

も

ち
ぬ

し

に

と

っ

て

は
､

そ

れ

は

不

可
能
で

あ
っ

た
｡

丁

度
そ

の

こ

ろ
､

ラ

イ

ン

州
の

ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

は

保
守
的
な

｢

ケ

ル

ン

新
聞
+

に

封
抗
し

て

｢

ラ

イ

ン

新
聞
+

を

創
刊
し

､

そ

の

編
集
を

青
年
ヘ

ー

ゲ

ル

汲

の

グ

ル

ー

プ

に

委
ね

た
｡

そ

こ

で

マ

ル

ク

ス

は

大

草
卒
業
ご

､

こ

の

新

聞
の

定
期
寄
稿
者
と

な

り
､

の

ち
に

主

筆
と

な
っ

た
｡

昔
時

の

マ

ル

ク

ス

は

専
制
政

府
を

痛
烈
に

批
判
し

た

が
､

ま
だ

社
食
主

義
者
で

は

な

く

急
進

的
民

主

主

義
着
で

あ

っ

た

と

い

わ

れ

て

い

る
｡

し

か

し
､

新
聞
記
者
と

し
て

時
事
的
な

社

食
問
題
や

経
済
問

題
を

取
扱
わ

ざ

る

を

え

な

か
っ

た

こ

と
が

､

哲
筆
者
マ

ル

ク

ス

を

経
済
筆
者
マ

ル

ク

ス

に

樽
換
さ

せ

る

機
縁

と

な
っ

た

よ

う

で

あ

り
､

ま

た
､

丁

度
そ

の

こ

ろ

華
々

し

く

登

場
し
た

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

の

唯
物

論
哲
学
も

､

マ

ル

ク

ス

の

関
心

を
ヘ

ー

ゲ

ル

流
の

理

念
の

世

界
か

ら

人

間
の

現

賓
世

界
へ

向

け

さ

せ

る

の

に

貢

厳

し

た
｡

｢

ラ

イ

ン

新

聞
+

は

政

府
の

腰
迫
で

ま

も

な

く

刊
行
が

困

難
に

な

り
､

マ

ル

ク

ス

は
一

八

四

三

年

秋

に

ア

ー

ノ

ル

ド
･

ル

ー

ゲ

(

ヘ

ー

ゲ
ル

左

汲
の

中

心

人

物
の

一

人
)

と

共
に
バ

リ

ー

に

移
り

､

そ

こ

で

『

濁
彿

年
誌
』

と
い

う

雑
誌
を

畿
行
し

た
｡

バ

リ

ー

で

マ

ル

ク

ス

は

イ

ギ

リ

ス

の

経
済
畢
や

フ

ラ

ン

ス

の

室

想
的

社
食
主

義
を

研
究
し
て

､

ヘ

ー

ゲ

ル

的

観
念
論
の

影

響
か

ら

脆
け
だ

し
て

い

っ

た
｡

『

濁
彿
年
誌
』

に

掲
載
さ

れ

た

二

つ

の

論
文
(

『

へ

-

ゲ
ル

法

哲

畢

批
判
+

と

｢

ユ

ダ

ヤ

人

問
題
+
)

お

よ

び

彼
の

死

後
に

公

刊
さ

れ

た

こ

の

時
期
の

研
究
ノ

ー

ト

(

｢

経
済
畢

･

哲

草
に

か

ん

す

る

手

稿
+

)

は
､

マ

ル

ク

ス

が

青
年
ヘ

ー

ゲ

ル

汲
の

急
進

的
民

主

主

義
者
か

ら

｢

マ

ル

ク

ス

主

義
者
+

に

な
っ

て

い

っ

た

昔
時
の

事
情
を

知
る

重

要
な

文

献
で

あ

る
｡

な

お
､

終
生

の

友

と

な

っ

た

フ

リ

ー

ト

リ

ヒ

･

エ

ン

ゲ
ル

ス

と
の

親

交
も
こ

の

時
期
に

始
ま

っ

た
｡

一

八

四
五

年
に

プ

ロ

シ

ャ

政
府
の

要
請
で

フ

ラ

ン

ス

政

府
が

マ

ル

ク

ス

を

追

放
し

た

の

で
､

彼
は
バ

リ

ー

か

ら

ブ

リ
ュ

ッ

セ

ル

に

移
っ

た
｡

ブ

リ
ュ

ッ

セ

ル

時
代
に

彼
は

経
済
畢
の

研
究
を
つ

づ

け

な
が

ら
､

の

ち
に

｢

史
的
唯

物
論
+

と

呼
ば
れ

る

よ

う
に

な
っ

た

ー
h

J

彼
の

濁
■
自
の

立

場
を

確
立
し

た
｡

す
な

わ

ち
､

か

つ

て

の

盟
友
で

朗

...｢

F

▲
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L

rl

Lh
バ

ブ
,

-′■㌢
汀
い

㌢

.｢

ト
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あ

る

ブ

ル

ノ

ー
･

バ

ウ

ア

ー

を

徹
底

的
に

批

判
し

た

『

神

聖

家

族
+

(

一

八

四
五

年
)

に

よ

っ

て

ヘ

ー

ゲ

ル

的
観
念
論
か

ら

決
別

し
､

ま

た
､

昔
時
は

出
版
で

き

な

か
っ

た

が

こ

の

と

き

に

書
か

れ

た

｢

フ

ォ

イ

エ

ル

バ

ァ

ハ

に

か

ん

す
る

テ

ー

ゼ
+

(

一

八

四

五

年
)

と

｢

ド

イ

ツ
･

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー
+

(

一

八

四
六

年
)

に

お

い

て

は
､

フ

ォ

イ

エ

ル

バ

ッ

ハ

の

唯
物

論
､

シ

ュ

テ
イ

ル

ナ

ー

の

無

政

府

主

義
､

カ

ー

ル

･

グ

リ
ユ

ン

の

眞
正

社

食
主

義
な
ど

の

批
判
を

通

し

て
､

自
己
の

立

場
を

か

な

り

は
っ

き

り

と

う
ち
だ

し
て

い

る
｡

彼
は

ま

た
一

八

四

五

年
に

イ

ギ

リ

ス

に

い

た
エ

ン

ゲ

ル

ス

を

訪

問
し
て

､

イ

ギ

リ

ス

の

労

働
組

合

主

義
者
や

チ

ャ

ー

チ

ス

ト

と

接

解
し
た

｡

彼
は
｢

こ

の

連
中
は

そ

も

そ

も

理

論
を

も
っ

て

い

な

い

の

だ

か

ら
､

彼
ら

と
の

理

論
的
相

違
な

ど

ほ

と

ん

ど

あ

り

え

な

い
+

と

感
じ

た

が
､

一

方
こ

1

で

は

す
で

に

｢

共

和
制
か

王

制
か

で

は

な

く

て
､

労
働
者
階

級
の

支

配
か

ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

の

支

配

か
+

が

問
題
に

な
っ

て

い

る

こ

と

を
､

い

ち
は

や

く

評

償
し

た
｡

一

八
四

六

年
冬
か

ら
一

八

四
七

年
に

か

け

て

書
か

れ

た

『

哲
畢
の

貧
困
』

は

ブ

ル

ー

ド

ン

の

批

判
と

い

う
形
で

､

こ

の

昔
時
の

マ

ル

ク

ス

の

思

想

を

最
も

髄
系
的
に

表
現

し

た

文

献
で

あ

り
､

ま
た

一

八

四

七

年
一

二

月
に

ブ

リ
ユ

γ

セ

ル

の

ド

イ

ツ

人

螢

働

者

協

合

で

お

こ

な
っ

た

連
横
講
演
『

賃
労
働
と

資
本
』

は
､

マ

ル

ク

ス

が

未
だ

リ

カ

ァ

ド

オ

的
な

螢
働
債
値
論
の

立

易
か

ら
で

は

あ

る

が
､

謝

す
で

に

剰
飴
償
値
の

理

論
を

確
立

し
て

い

た

こ

と

を

示

し

て

い

る
｡

マ

ル

ク

ス

と
エ

ン

ゲ
ル

ス

は
一

八

四
七

年
一

一

月
に

ロ

ン

ド

ン

で

開
か

れ

た

｢

共

産
主

義
者
同

盟
+

と

い

う
国
際
圃

髄
の

第
二

回

大

倉
に

出
席
し
て

､

の

ち
に

有
名

な

『

共

産
蔦
宜
言
』

と
い

う

歴

史
的

文

書
と

な
っ

た

宜
言
の

起
草
を

委
任
さ

れ

た
｡

『

共

産

黒
宜
言
』

は
一

八

四

八

年
二

月
に

ロ

ン

ド

ン

で

嶺
行

さ

れ

た
｡

P
･

ス

ウ

ィ

ー

ジ

ー

が

の

べ

た

よ

う
に

､

｢

『

マ

ニ

フ

ェ

ス

ト
』

は

社
台
主

義
の

歴

史
に

お

け
る

決
定

的
な

分
水

嶺
を

劃
す
る

も

の

で

あ

る
｡

そ

れ

以

前
の

思

想
や

経
験
は

､

そ

れ

に

通

ず
る

と

こ

ろ
の

道
で

あ

り
､

そ

れ

以

後
の

嶺

達
は

､

そ

れ

か

ら

聾
す

る

も

の

で

あ

る
｡

+

(

『

歴

史

と

し

て

の

現

代
』

五

頁
)

『

共

産

薫

宜

言
』

に

ょ
っ

て

社

食
主

義
を

｢

室

想
か

ら

科
学
へ

+

樽
換
さ

せ

る

と

い

う

仕
事
が

成
就
さ

れ

た
｡

そ

れ

は

マ

ル

ク

ス

が

三

〇

歳
の

と

き

の

こ

と

で

あ
っ

た
｡

ま

も

な

く
一

八

四

八

年
の

革
命
が

お

こ

り
､

ベ

ル

ギ

ー

政

府
は

マ

ル

ク

ス

に

国
外

退

去
を

要
求
し
た

｡

彼
は

丁

度
そ

の

と

き
フ

ラ

ン

ス

臨
時
政

府
の

招
き

を

う

け
た

の

で
バ

リ

ー

に

行
き

､

さ

ら
に

エ

ン

ゲ
ル

ス

と

共
に

ケ

ル

ン

に

掃
っ

て

『

新
ラ

イ

ン

新

聞
』

の

編
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集
を

す
る

こ

と

に

な
っ

た
｡

ご

く

短

期
間
で

は

あ
っ

た

が
､

『

新

ラ

イ

ン

新
聞
』

は

｢

民

主

主

義
の

機
関
紙
+

と

し
て

か

な

り
の

名

聾
を

博
し

た

よ

う
で

あ

り
､

履
行

部
数

は

六

千

部
に

上
っ

た
｡

(

E
･

E
･

カ

ー

に

よ

れ

ば

昔
時
の

ロ

ン

ド

ン

『

タ

イ

ム

ズ
』

が

約
三

高

の

俊

行

部
数
を

も
っ

て

い

た

以

外
､

イ

ギ
リ

ス

の

他
の

日

刊
紙
で

八
千

を

こ

え
る

も
の

は

な

か

っ

た

と
い

う
｡

)

し
か

し
､

ま

も
な

く

反

革
命
の

勢
い

が

増
大

し
た

の

で
､

『

新
ラ

イ

ン

新

聞
』

は

廃
刊
を

鎗
儀
な

く

さ

れ

(

一

八

四

九

年
五

月
)

､

マ

ル

ク

ス

は

は

じ

め
バ

リ

ー

ヘ

､

つ

ぎ

に

ロ

ン

ド

ン

ヘ

と

亡

命
の

旗
を

つ

づ

け

た
｡

一

八

四

九

年
八

月
に

ロ

ン

ド

ン

に

着
い

た
マ

ル

ク

ス

は
､

残
り
の

三

〇

徐
年
の

生

涯
を

こ

の

地
で

過

し

た
｡

ロ

ン

ド

ン

に

お

け
る

マ

ル

ク

ス

の

生

活
は

､

一

言
で

い

え
ば

言

語
に

雁
す

る

貧

苦
の

中
で

の

精
力

的
な

経
済
畢
の

研
究
と

革
命
運

動
(

第
一

イ
ン

タ

ー

ナ

シ

ョ

ナ

ル

)

へ

の

献
身
の

生

活
で

あ
っ

た

と

い

え

る
■｡

マ

ル

ク

ス

は

ほ

ん

の

し

ば

ら

く
の

あ

い

だ

家

具
つ

き
の

下

宿
に

い

た
■

が
､

そ

の

間
に

『

新
ラ

イ
ン

新

聞
=

評
論
』

の

刊
行
計
量
な

ど
に

所
持
金
を

費
い

は

た

し

て
､

最
も

貧
し
い

外

国
人

移
民
の

住

む

ソ

ホ

の

貧
民

街
に

移
っ

た
｡

彼
の

収

入

は

『

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク
･

タ

イ

ム

ス
』

な

ど
へ

の

寄
稿
に

よ

る

僅
か

の

か

せ

ぎ

以

外
に

は
､

エ

ン

ゲ
ル

ス

の

気
ま
え

の

よ

い

援
助

と
マ

ル

ク

ス

の

外

套
や

妻
の

銀

食
器
を

入

質
し
て

え
た

金

以

外
に

は

な
か

っ

た

の

で
､

｢

こ

の

八

-
十
日

間
､

毎
日
パ

ン

と
ジ

ャ

ガ

イ

モ

だ

け

で

今

日

は

そ

れ

す

ら

手
に

入

る

か

ど

う
か

わ
か

ら

な
い
+

(

エ

ン

ゲ
ル

ス

あ

て

の

手

紙
)

と

い

う
あ

り
さ

ま

で

あ
っ

た
｡

マ

ル

ク

ス

夫

妻
は

全

部
で

六

人
の

子

供
を

も

う
け
た

が
､

一

人
の

娘
と

二

人
の

息
子
を
こ

の

ソ

ホ

時

代
に

失
っ

た
｡

子

供
が

死

ん

で

も

棺
桶
を

買
う
金
さ

え

な

か
っ

た

こ

と

も

あ
っ

た

と
い

わ

れ

て

い

る
｡

し
か

し
マ

ル

ク

ス

は

こ

の

極

度
の

貧
窮
の

中
で

､

大

英
博
物
館

の

講
書
室

を

仕
事
場
と

し

て
､

彼
が

｢

経
済
寧
の

と
て

つ

も

な

い

細
部
+

と

呼
ん

だ

も
の

に

没

頭
し

た
｡

彼
は

毎
日

朝
の

九

時
か

ら

夜
の

七

時
ま
で

大

英
博
物
館
で

イ

ギ

リ

ス

古

典
経
済
畢
の

あ

ら

ゆ

る

文

戯
を

讃
破

し
､

夜
に

な
る

と

深
更
に

い

た
る

ま
で

執
筆
し

､

そ

し

て

と

め

ど

な

く

煙
草
を

の

ん

だ
｡

J
･

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

は

｢

経
済
理

論
家

と

し
て

の

マ

ル

ク

ス

は

何
よ

り

も

ま

ず
非
常
に

畢

識
豊

か

な

人
で

あ
っ

た
+

と
の

べ

て

い

る
｡

｢

マ

ル

ク

ス

は

飽

く

こ

と

を

知
ら
ぬ

讃
書
家
で

あ

り
､

う
ま

ず
た

ゆ

ま

ず
仕
事
を

す
る

人
で

あ
っ

た
｡

讃
む
に

催
す
る

文

献
で

彼
の

目
に

ふ

れ

な
い

も
の

は

ほ

と

ん

ど

な

か
っ

た
｡

し
か

も

讃
め

ば

必

ず
こ

れ

を

洞
化

し
､

▲7

文
化
の

全

般
に

わ

た

り

長
期
的
な

歴

史
的
親
野
で

物
事
を

考
え
る

題

′

･
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の

を

常
と
し

た

学
者
に

し

て

は

異
例
の

熱
意
を

も
っ

て
､

あ

ら

ゆ

る

事
箕
や

議
論
を

根
ほ

り

葉
ほ

り

詮

索
し
た

｡

批
判
や

拒
否

､

承

認
や

奔
合
を

通
じ
て

マ

ル

ク

ス

は
､

あ

ら

ゆ
る

問
題
の

底
の

底
ま

で

き

わ

め
る

の

を

常
と

し

た
｡

彼
の

労
作
『

剰
飴
慣
値
筆
記

史
』

は
こ

の

こ

と

を

明
ら

か

に

澄
明

し
て

い

る

が
､

こ

の

書
は

ま

さ

し

く
､

彼
の

理

論
的
熱
意
の

記

念
塔
で

あ
ス

ご

(

『

十

大

経
済

寧
者
』

四

〇

頁
)

と
｡

『

経
済
畢
批
判
』

(

一

八

五

九

年
)

と

『

資
本

論
』

(

第
一

巷
､

一

八

六

七

年
)

は
､

こ

の

よ

う
な

忠
僕

件
の

も

と
で

の

異

常

な

精

進
に

ょ
っ

て

生
み

だ

さ

れ

た

も

の

で

あ
っ

た
｡

一

八

六

〇

年
代
の

お

わ

り
に
エ

ン

ゲ

ル

ス

は
マ

ン

チ

ェ

ス

タ

ー

に

い

る

共

同

経
営
者
に

業
務
を

譲
り

､

マ

ル

ク

ス

に

三

五

〇
ポ

ン

ド

の

年
収
を

輿
え

､

自
ら

も
マ

ル

ク

ス

の

近

く
に

居
を

移
し
た

｡

一

方
､

マ

ル

ク

ス

の

二

人
の

娘
は

裕
頑
な
フ

ラ
ン

ス

の

祀
禽
主

義

者
に

嫁
い

だ
｡

こ

う

し
て

､

彼
の

生

活

傑
件
は

よ

う
や

く

幾
分
改

善
さ

れ

た

が
､

そ

の

こ

ろ

か

ら
マ

ル

ク

ス

の

健
康
は

衰
え

て
､

慢

性
的
な

病
束
に

悩
や

ま

さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

一

八

六

四

年
に

イ

ギ

リ

ス

の

努
働
組
合

指
導
者
と
フ

ラ
ン

ス

の

社

食
主

義
者
が

馨
超
人

と

な
っ

て
､

国
際
勢
働
者
協
含
(

第
一

イ
ン

タ

ー

ナ

シ

ョ

ナ

ル

)

が

設

立

さ

れ

た
｡

マ

ル

ク

ス

は
こ

の

協
合
の

中

心

人

物
と

し

て

各
国
の

政
令
主

義
者
に

助

言
を

輿
え

た
｡

彼
は
バ

湖

ク

ー

ニ

ン

､

ラ

ソ

ナ

ー

ル

な
.
ど

と
の

理

論
闘
争
や

フ

ォ

ー

ク

ト
､

デ
ュ

ー

リ

ン

グ

な

ど

と
の

紛
争
に

多
く
の

エ

ネ

ル

ギ

ー

を

費
し

な

が

ら
､

『

資
本

論
』

の

完
成
の

た

め
の

努
力
を

硬
け

た
｡

一

八

七
一

年
に
バ

リ

ー

･

コ

ン

､

､

､

ユ

ー

ン

に

さ

い

し

て

書
か

れ

た

『

フ

ラ

ン

ス

に

お

け
る

内

乱
』

や

ド

イ

ツ

社

食
民

主

真
の

綱

領
を

批
判
し
た

『

ゴ

ー

タ

綱
領
批
判
』

(

一

八

七

五

年
)

､

E
･

デ
ュ

ー

リ

ン

グ

の

批

判
を

通
し

て

自
ら
の

思

想

を

要
約
し
て

示

し

た

『

反

デ
ュ

ー

リ
ン

グ

論
』

(

エ

ン

ゲ

ル

ス

と

の

共

著
)

な

ど

は
､

晩

年
の

マ

ル

ク

ス

の

主

要
な

労
作
で

あ

る
｡

一

八

八
一

年
に

マ

ル

ク

ス

は

文

字
ど
お

り

糟
糠
の

妻
で

あ
っ

た

イ

ェ

ン

ニ

ー

夫
人

を

失
っ

た
｡

エ

ン

ゲ
ル

ス

は

｢

イ
ェ

ン

ニ

ー

･

マ

ル

ク

ス

葬
迭
の

軒
+

の

中
で

｢

他

人

を

車
両
に

す
る

こ

と
の

う

ち
に

自

身
の

幸
頑
を

み

い

だ

し

た

女

性
が

か

つ

て

あ
っ

た

と

し

た

ら
､

そ

れ

は

彼
女

で

あ
っ

た
+

と
の

べ

た
｡

だ

が

マ

ル

ク

ス

は

病

気
の

た

め
に

葬
儀
に

も

参
列
で

き

な
か

っ

た
｡

し
か

し
､

マ

ル

ク

ス

は

死
の

直

前
ま

で
､

な

お
､

地

代
論
を

完
成
す
る

た

め

に

ロ

シ

ア

の

農
業
事
情
の

虞
汎
な

研
究
を

つ

づ

け
て

い

た
｡

し
か

し
､

一

八

八
三

年
の

冬
に

気
管
支

炎
が

悪
化

し
て

､

つ

い

に
一

八
八

三

年

三

月
一

四

日

に

マ

ル

ク

ス

は

肺
潰
瘍
の

た

め
に

死

亡

し
た

｡
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彼
は
ハ

イ

ゲ

ー

ト

墓
地

に

葬
ら

れ
､

十
二

､

三

人
の

合
葬
者
を

ま

え

に

し

て
エ

ン

ゲ

ル

ス

が

葬
迭
の

軒
を

の

ぺ

た
｡

｢

ダ

ー

ウ

ィ

ン

が

生

物
学
の

聾

展
法

則
を

馨

見

し
た

よ

う
に

､

マ

ル

ク

ス

は

人

間
の

歴

史
の

畿

展
法
則
を

蔑
見

し
た

｡

+

そ

れ

だ

け
で

な

く

彼

は

→

資
本
主

義
生

産

様
式

と

そ

れ

に

よ

っ

て

う
み

だ

さ

れ

た

ブ

ル

ジ

ョ

ア

杜
合
の

特

殊
な

運

動
法

則
を

も

蔑

見
し

た
｡

+

し

か

し
､

マ

ル

ク

ス

は

科
学
者
と

し
て

偉
大
で

あ
っ

た

だ

け
で

な

く

｢

な
に

よ

り
も

ま

ず
革
命
家
で

あ
っ

た
+

と
エ

ン

ゲ

ル

ス

は

の

べ

た
｡

｢

資

本
主

義
社
食
と

そ

れ

に

よ

っ

て

つ

く
り

だ

さ

れ

た

国
家

制
度
の

倒

壊
に

何
ら

か

の

仕
方
で

協
力

す
る

こ

と
､

近

代
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

…

…

の

解
放
に

協
力

す
る

こ

と

こ

そ

は
､

彼
の

生

涯
の

眞
の

生

命
で

あ
っ

た
+

と
｡

多
分

､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

こ

の

葬
迭
の

軒
は

､

｢

マ

ル

ク

ス

の

人

と

畢
説
+

の

最
も

簡
潔
な

要

約
だ

と

い

え

よ

>

フ
〇

二

し
ば

し

ば

言
わ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

過
去
の

思

想
家
の

著
作
に

接
す
る

仕
方
に

は

二

つ

の

や

り

方
が

あ

る
｡

そ

の

び

と
つ

は

現

在

わ
れ

わ

れ

が

問
題
に

し
て

い

る

問
題
た

た

い

し

て
､

そ

の

思

想

家

が

ど
の

よ

う
な

解
答
を

あ

た

え
て

い

る

か

を

調
べ

る

と

い

う
や

り

方
で

あ

り
､

も

う

び

と
つ

は

そ

の

思

想
家
が

ど

う
い

う

問
題
に

直

面

し
て

い

た

の

か

と
い

う
こ

と
､

つ

ま
り

彼
が

解
答
を

輿
え

よ

う

と

し

た
の

は

ど

う
い

う

問
題
で

あ
っ

た

か
■
を

調
べ

る

こ

と

で

あ

る
｡

偉
大

な

思
想
家

と

か

現

代
的
意

義
を

も
つ

思

想

家

と
い

わ
れ

る

人

物
の

ば

あ
い

に

は
､

こ

の

二

つ

の

接
近
方

瞥
は

し

ば

し
ば

合

一

す
る

｡

と

い

う
の

は
､

彼
が

解
答
を

輿
え

よ

う
と

し
て

い

た

問

題
の

少
く

も

大
半
は

､

現

在
わ

れ

わ

れ

が

問
題
に

し
て

い

る

問
題

と

同
一

で

あ

る

か

ま
た

は

緊
密
な

関
連
を

も
っ

て

い

る

こ

と
が

､

多
い

か

ら
で

あ
る

｡

か

な

り

異
な

る

時
代
の

異
な

る

園
に

生

き
て

い

た

思

想

家
の

著
作
が

後
世
の

人
々

に

た

い

し
て

強
い

魅
力
を
も

つ

理

由
も

ま

た
こ

1

に

あ

る
｡

こ

と

に

彼
の

輿
え

た

見

通
し

が
､

そ

の

ご

の

賓
際
の

歴
史
と

多
少

と

も

合

致

し

て

い

る

ば

あ

い

に

は
､

こ

の

魅
力

は

倍
加
さ

れ

る
｡

マ

ル

ク

ス

の

ば

あ

い

が

ま

さ

に

そ

う
で

あ
っ

た
｡

し
か

し
､

賓
は

こ

1

に

や

ゝ

も

す
る

と

陥
り
が

ち

な

危
険
な

落

し

穴

が

あ

る

よ

う
に

思

わ
れ

る
｡

つ

ま

り
､

マ

ル

ク

ス

が

解
答
を

輿
え

よ

う
と

し

た

問
題
が

ど

ん

な

問
題
で

あ
っ

た

か

と

い

う

鮎
に

つ

い

て

の

反
省
を

全

く
ぬ

き

に

し

て
､

彼
が

定

式
化
し
た

個
々

の

命
題
や

結
論
を

直
接
に

わ

れ

わ

れ

の

直

考
て

い

る

現

賓
に

適
用

∂

す
る

こ

と

に

熱
中
す
る

と
い

う
の

が

そ

れ

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う

な

溺

て

㌧

1
.
k
と
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｢

現

賓
的
適
用
+

の

結
果
と

し
て

､

彼
の

学
説
が

一

〇

〇
パ

ー

セ

ン

ト

の

現

資
性
を

も
っ

て

い

る

と

い

う
こ

と
､

つ

ま

り

彼
が

全

能

の

務
言

着
で

あ

っ

た

と
い

う
こ

と

が

螢
見

さ

れ

る

か
､

そ

れ

と

も

逆
に

彼
の

学
説
が

今
で

は

全

く

陣
腐
任

し
て

し

ま
っ

た

と
い

う
こ

と
が

馨
見

さ

れ

る

か

は
､

あ

ま

り

重

要
な

問
題
で

は

な
い

｡

と

い

ぅ
の

は
､

い

ず
れ

に

せ

よ

彼
の

思

想
に

た

い

す
る

接
近

方

法
と

し

て

は

同
一

だ

か

ら

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

い

ず
れ

の

ば

あ

い

に

も
､

彼
の

思
想

と

現

代

的
問
題
と
の

関
連
が

ご

く

皮
相
に

観
察
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

彼
の

思
索
と

研
究
の

問
題
意

識
や

方

法
で

は

な

く
て

､

彼
の

到
達
し

た

個
々

の

結
論
的

命
題
だ

け
を

取

出
し
て

､

わ
れ

わ
れ

の

直
面
し

て

い

る

現

賓
の

本
質
で

は

な

く
て

表

面

的
諸

現

象
と

封
此
す

る

の

は
､

結
局

､

彼
の

思

想
と

現

代

せ

界
と
の

表

面

的
な

関
連
に

目

を

奪
れ

て
､

も
っ

と

深
い

つ

な

が

り

を

見

失

う

こ

と
に

な

り

が

ち
で

あ

る
｡

具

髄
的
な

例
を

あ

げ

る

と
､

M
･

ド

ッ

ブ

に

よ

れ

ば
､

W
･

レ

オ

ン

チ
ェ

フ

は

か

つ

て

｢

資
本
主

義
制

度
の

長
期
的
傾
向
+

に

つ

い

て

の

マ

ル

ク

ス

の

｢

か

が

や

か

し
い

分
析
+

を

賞
讃
し
て

､

つ

ぎ
の

よ

う
に

の

べ

た
｡

｢

こ

の

説
明

は

ま

こ

と

に

感
銘
深
い

も
の

で

あ

る
｡

-
富
の

集
積
の

増
大

､

中
小

企

業
の

急
速
な

排
除

､

競
争
の

累
進

的
な

制

限
､

不

断
の

技
術
進

歩
と

そ

れ

に

と

も

な

う

固
定

資
本
の

重

要
性
の

増
大

､

そ

し
て

最
後
に

､

以
上

の

ど

れ

に

抑

も

劣
ら

な
い

ほ

ど

重

要
な

､

反
復
す
る
且

身
循
環
の

波
の

撰
大

､

4

こ

れ

ら

は

ま
こ

と

に

こ

の

上

な

く

見
事
な

一

連
の

濠
測

を

な

し

と

げ
た

も
の

と
い

う
べ

き
で

あ

り
､

こ

れ

に

比
べ

る

と
､

近
代

経
済

学
は

､

そ

の

あ

ら

ゆ

る

洗
練
に

も
か

1

わ
ら

ず
､

ほ

と

ん

ど

何
事

を

も

明
ら

か

に

し

な

か
っ

た

の

で

あ

る
+

と
(

『

経
済
理

論
と

融

合
主

義
』

Ⅱ
､

六

八

頁
)

｡

l
･

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

も

ま

た
､

マ

ル

ク

ス

が

生

き

て

い

た

時
代
の

情
況
を

考
慮
す
る

な

ら
､

｢

大

企

業
の

出

現
を

漁
言
す

る

と
い

う
こ

と
だ

け
で

も

確
か

に
一

つ

の

偉
業
で

あ

っ

た
+

(

前

掲
書

､

六
三

頁
)

と
の

べ

た

し
､

ま

た
E
･

Ⅱ
･

カ

ー

は

｢

観
じ
て

そ

の

濠
言
に

お

い

て

マ

ル

ク

ス

以

上
に

見
通

し
の

よ

か

っ

た

人

は

少
い
+

(

『

カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス

』

未
束
敢

､

四
一

四

頁
)

こ

と

を

認
め

た
｡

こ

れ

ら
は

い

ず
れ

も

非
マ

ル

ク

ス

主
義
者
に

よ

る

言
明
で

あ

る

が
､

同

様
の

趣
旨
の

言
葉
を
マ

ル

ク

ス

主

義
者
の

著

作
か

ら

蒐
集
す
る

こ

と
は

､

多
分

､

い

っ

そ

う
容
易
で

あ
る

｡

も

ち

ろ
ん

､

私
は

､

マ

ル

ク

ス

が

甚
だ

｢

見
通
し

が

よ

か

っ

た
+

こ

と
､

｢

長
期
的
傾
向
+

に

つ

い

て

の

｢

か

ゞ

や

か

し
い

分
析
+

を

あ

た

え
た

こ

と

を

香
定
す

る

っ

も

り

は
､

毛

頭
な
い

｡

マ

ル

ク

ス

は

単
に

資
本
の

集
中

､

等
々

の

レ

オ
ン

チ

ェ

フ

の

列
挙
し
た

一

連

の

事
項
に

つ

い

て

見
通
し

が

よ

か

っ

た
ゞ

け
で

な

く
､

螢
働
運

動
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が

未
だ

全

く
の

萌

芽
期
に

あ
っ

た

常
時
に

す
で

に

努

資
の

対
立
が

現

代

社

食
に

お

け
る

最
大
の

葛
藤
と

な
る

で

あ

ろ

う
こ

と

を

漁
恋

し
た

の

み

で

な

く
､

こ

の

階
級

闘
争
が

究
極
的
に

は

社

食
主

義
に

ょ

る

資
本
主

義
の

代

置
に

導
く
で

あ

ろ

う
こ

と

さ

え

も

極
め
て

断

定
的
に

像
言
し

て

い

た

と
い

う
こ

と

を

附
け

加
え

て

も

よ

い
｡

し

′

.
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か

し
､

そ

れ

に

も

か

1

わ

ら

ず
､

も
っ

ぱ

ら
こ

の

よ

う
な

視

角
か

ら
マ

ル

ク

ス

の

撃
説
に

接
す
る

の

は
､

正

し
い

接
近

方

法
で

は

な

い

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

と
い

う
の

ほ
､

マ

ル

ク

ス

の

見

通
し
の

よ

さ

に

た

い

す
る

こ

の

よ

う
な

賞
讃
は

､

彼
の

見
通

し
の

悪
さ

に

た

い

す
る

非
難
と

背
中

あ

わ
せ

に

な
っ

て

い

る

こ

と

が
､

し

ば

し
ば

あ

る

か

ら

で

あ

る
｡

た

と
え

ば

最
も

進
ん

だ

資
本

主

義
園
で

は

な

く
て

ロ

シ

ア

や

中

国

の

よ

う

な

園
が

､

社
食
主

義
へ

の

移
行
の

先

頭
を

切

る

だ

ろ

う

と

い

う
こ

と
を

､

い

ち
は

や

く

像
言

し
て

お

か

な

か

っ

た

と
い

う

理

由
で

､

悔
む
こ

と

な

く
マ

ル

ク

ス

を

非
難

し
て

い

る

人

が

い

る

こ

と

は

周

知
の

事
茸
で

あ

る
｡

ま

た

い

わ

ゆ
る

｢

人
民

資
本
主

義
+

の

擁
護
者
た

ち
の

努
作
を

ひ

も

と

け

ば
､

マ

ル

ク

ス

が

自
ら
の

死

後
に

お

け
る

資
本

主

義
の

蜃

展
に

よ

っ

て

生
み

だ

さ

れ

る
一

連
の

新
し

い

諸
現

象
を

､

ま

え

も
っ

て

漁
言

し
て

お

か

な

か

っ

た

多
数

の

例
､

つ

ま

り

彼
の

｢

見
通
し
の

わ

る

さ
+

を

立

讃
す
る

多
数
の

事

例
が

列
畢
さ

れ

て

い

る

(

た

と

え

ば
､

所

有

と

経
営
の

分

離
､

ホ

ワ

イ

ト
･

カ

ラ

ー

の

増

大
､

社

食
保

障

制

度
の

優
展
等
々

)

｡

そ

し
て

こ

れ

ら

の

人
々

に

ょ

れ

ば
､

マ

ル

ク

ス

の

寧
説
は

ま

さ

に

こ

の

よ

う
な
｢

見

通

し
+

の

わ
る

さ

の

故
に

今
や

全

く

無
償

値
な
の

で

あ

る

(

そ

れ

ほ

丁

度
､

見

通
し
の

よ

さ

の

故
に

償
値
を

認
め

ら

れ
る

ば

あ
い

の

逆
で

あ

る
)

｡
｢

見
通
し

の

雷
香
+

に

つ

い

て

い

う
か

ぎ

り
､

マ

ル

ク

ス

死
後

の

資
本

主

義
的
蜃
展
に

ょ

っ

て

生

み

だ

さ

れ

た
一

連
の

現

象
の

中

に

は
､

マ

ル

ク

ス

に

ょ

っ

て

す
で

に

示

唆
さ

れ

て

い

た

も
の

も

あ

る

し
､

そ

う
で

な
い

も
の

も

あ

る

と
い

う
の

が

唯
一

つ

の

公

平
な

観
察
だ

と

私

は

考
え
て

い

る

が
､

こ

の

よ

う
な

観
察
は

公

平
と

い

う
よ

り

む

し

ろ

甚
し

く

平

板
で

愚

劣
に

さ

え

み

え
る

か

も

し
れ

な

い
｡

し

か

し
､

そ

れ

は

と

り
も

な

お

さ

ず
マ

ル

ク

ス

を

｢

一

個
の

像
言

者
+

に

み

た

て

る

と
い

う
接
近

方

法
の

愚

劣
さ

の

た

め

で

あ

る
｡

要
す
る

に
､

マ

ル

ク

ス

が

彼
の

研
究
の

結
果
と

し
て

到
達
し

た

個
々

の

結

論
や

命
題
を

､

直

接
に

わ

れ

わ

れ

の

直

面

し
て

い

る

現

賓
に

適
用

す
る

と
い

う
や

り

方
で

､

彼
の

思
想

に

接
す

る

の

は
､

や

1

も

す
る

と
マ

ル

ク

ス

を
一

種
の

全

能
の

換
言

者
に

み

た

て

る

か
､

ま

た

は

彼
が

あ

た

か

も

わ

れ

わ

れ

の

同

時
代

人
で

あ

る

ィ
l

一

か

の

よ

う

に

過
す
る

こ

と
に

な

り

が

ち
で

あ
る

｡

く

り
か

え

し

て

舶

ド
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い

う
が

､

多
く
の

人
々

が

異
口

同

音
に

認
め

る

よ

う
に

､

マ

ル

ク

ス

は

驚
く
ほ

ど

｢

見
通

し
が

よ

く
+

､

ま

た
､

彼
の

文

章
は

わ
れ

わ

れ

に

時
代
の

差
異
を

忘
れ

さ

せ

る

ほ

ど

生

ま

生

ま

し
い

リ

ア

リ

テ

ィ

を

も
っ

て

い

る

ば

あ
い

が

し
ば

し

ば

あ

る

が

故
に

､

彼
の

思
想

の

現
代

的
意

義
を

皮
相
に

で

は

な
く

､

正

し

く

評
債
す
る

こ

と
が

い

っ

そ

う

困

難
に

な
る

の

で

あ

り
､

彼
が

賓
際
に

解
決
を

輿
え

よ

う
と

し

た
の

は

ど

う
い

う
問
題
で

あ
っ

た

の

か

を

冷
静
に

反

省
し

て

み

る

こ

と
が

特
に

必

要
と

な

る
｡

個
々

の

現

代
的
な

問
題
に

た

い

す

る

直
接
の

解
答
を
マ

ル

ク

ス

に

求
め

る

の

に

比
べ

て
､

こ

の

よ

う
な

接
近

方

法
､

つ

ま

り

彼
が

解
答
を

輿
え

よ

う
と

し
た

問
題
を

ふ

り

か

え
っ

て

み

る

と
い

う
や

り

方
は

､

迂
遠
な
よ

う
に

み

え

る
｡

し

か

し
､

賓
際
に

は
こ

の

よ

う
な

遡

り

道
を

し
た

方
が

､

彼
の

思

想
と

わ

れ

わ

れ

の

直
面

し
て

い

る

問
題
と
の

眞
の

つ

な

が

り

を

い

っ

そ

う

深
く
つ

か

む
こ

と

が

で

き

る
｡

し
た

が

っ

て

ま

た
､

わ

れ

わ

れ

が

マ

ル

ク

ス

か

ら

何
を

畢
ぶ

必

要
が

あ

る

の

か

と
い

う
こ

と
､

何
故
に

一

世

紀
ま
え

の

著

作
が

経

済
畢
を

尊
ぶ

人
に

と
っ

て
､

同
時
代
人
の

著
作
以
上

の

感

銘
を

輿
え
る

こ

と

が

で

き
る

の

か

と
い

う
こ

と

を

も
､

知
り

う
る

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

こ

ゝ

で

｢

マ

ル

ク

ス

が

解
答
を

輿
え
よ

う
と

し
た

問
題
+

と
い

ぅ
の

は
､

彼
が

自
ら
の

思
想
膿
系
を

首
尾

二
見

し
た

も
の

と

し

て

畑

展
開
す
る

に

あ
た

っ

て

虞
理

し

な

け

れ

ば

な

な

ら

な
か
っ

た
一

連

の

個
々

の

問
題
鮎
の

こ

と

で

は

な

く

て
､

マ

ル

ク

ス

を

し

て

あ
の

よ

う
な

思

想

倍
系
の

構
築
に

お

も

む
か

し

め
た

と
こ

ろ

の
､

基
本

的
問
題
意

識
の

こ

と
を

さ

し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

マ

ル

ク

ス

の

達
成
し
た

業
績
を

許
し

て
､

人

は

し
ば

し

ば
､

倒
立

し
て

い

た
ヘ

ー

ゲ

ル

の

群
記

法
を
マ

ル

ク

ス

が

正

立

さ

せ

た

と
か

､

ダ

ー

ウ
ィ

ン

の

生

物
進
化

論
に

も

匹

通
す
る

社
食
進
化

論
を

樹
立

し

た

と
か

､

ぺ

テ

ィ

か

ら

リ

カ

ァ

ド
オ

に

い

た

る

歴
史
を

も
つ

努
働

償
値
論
を

完
成
し

た

と
か

い

う
の

だ

が
､

こ

れ

ら
の

業
績
は

彼
が

研
究
の

結
果
と

し

て

達

成
し
た

成
果
で

あ
っ

て
､

彼
の

思
索
と

研

究
の

内

面

的
な

動

機
で

は

な
い

｡

た

と
え

ば
､

彼
が

リ

カ

ァ

ド

オ

と
リ

カ

ァ

ド

オ

車
扱
の

単
記
の

あ

ら

ゆ
る

細
部
を

執
拗
に

せ

ん

さ

く

し
た

の

は
､

リ

カ

ァ

ド
オ

に

た

い

し
て

何
か

個
人

的
な

関
心
や

愛
着
を

い

だ
い

て

い

た

1

め
で

は
な

く
て

､

彼
が

解
答
を

輿
え

よ

う
と

思
っ

て

い

た

問
題
に

と
っ

て
､

リ

カ

ァ

ド
オ

の

批
判

的
撮
取

と

克
服
が

軟
く
べ

か

ら
ざ

る

必

要
事
で

あ
っ

た

と
い

う

事
情
に

よ

る

と
い

う
こ

と

は
､

い

う
ま
で

も
な
い

こ

と
で

あ
る

｡

い

さ

さ

か

感
覚
的
な

表
現
を

す
る

な

ら
､

マ

ル

ク

ス

が

全
生

涯

を

あ

げ
て

異
常
な

精
力
と

情
熱
を

か

た

む

け
て

取
組
ん

だ

基
本

的

【

巨ん
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な

問
題
は

､

一

言

で

い

え

ば

｢

資
本

主

義
と

人

間
+

と
い

う

テ

ー

マ

で

あ

っ

た

と

私
は

考
え

て

い

る
｡

つ

ま

り
､

多
く
の

輝
か

し
い

も
の

と

暗

黒
な
も
の

と

を

も

た

ら

し
た

､

こ

の

資
本

主

義
と
い

う

社
食
膿
制
が

､

究
極
的
に

人

類
の

歴
史
に

と
っ

て

ど

う
い

う

意

味

を

も
つ

の

か

と
い

う

問
題
で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

以

前
に

も
マ

ル

ク

ス

以

後
に

も
こ

の

間
題
が

､

マ

ル

ク

ス

に

お

け
る

ほ

ど

全

面

的
か

つ

根
本

的
に

掘
り

さ

げ

て

研

究

さ

れ

た
こ

と

は

な
い

｡

(

あ

と

で

の

ぺ

る

よ

う
に

､

非
マ

ル

ク

ス

的

経
済
単
に

お

い

て

は
､

こ

の

よ

う
な

問
題

が

全

く

度
外

威
さ

れ

て

い

る

こ

と

も

し

ば

し

ば

あ

る
｡

)

そ

し

て

マ

ル

ク

ス

の

思
想
が

強
く
現

代
人

に

訴
え
る

力
を

も
っ

て

い

る

主
た

る

理

由
も
こ

1

に

あ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

マ

ル

ク

ス

経
済
畢
の

こ

の

根
本
性

格
(

つ

ま
り

人

間

解

放
と
い

う

見
地

か

ら

す
る

資
本

主

義
社

食
の

運

動

法

則
の

探

究
)

は
､

さ

き

に

簡

畢
に

要
約
し
た

マ

ル

ク

ス

の

経
歴
か

ら

も
､

容
易
に

知
ら
れ

る
｡

つ

ま

り
マ

ル

ク

ス

は

同

時
代
の

他
の

多

く

の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ス

ト

(

フ

ラ

ン

ス

の

墨

想

的

社

食
主

義
者
や

ド

イ

ツ

の

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

汲

哲

学

者

や

フ

ォ

イ
エ

ル

パ

フ

ハ

や

イ

ギ

リ

ス

の

リ

カ

ァ

ド

オ

淡

社

食
主

義
者

な

ど
)

と

同

様
に

､

フ

ラ

ン

ス

革
命
に

よ
っ

て

代

表
さ

れ

る

人

間

解

放
の

思
想

と

現

賓
世

界
の

安
生

括
と

の

間
の

矛

盾
に

苦
し
め

ら

れ

て

い

た
｡

マ

ル

ク

ス

が

は
じ

め

強
い

影
響
を

う

け
た

ブ

ル

ノ

ー

･

バ

ウ

ア

ー

や

フ

ォ

イ

エ

ル

バ

ブ

ハ

は

人

間
の

解
放
の

道
を

宗
教
批

判
に

求
め
た

の

だ

が
､

マ

ル

ク

ス

は
､

観
念
の

世

界
で

は

な

く

て

社
食
の

経
済
生

活
に

目
を

む

け
た

｡

そ

こ

で

人

間
の

解

放
は

､

｢

市
民

社

食
+

か

ら
の

解
放
と

い

う

形
を

と

り
､

イ

ギ

リ

ス

古
典

汲
経

済
畢
の

流
れ

の

中
で

こ

の

間
題
を

追

求

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

つ

ま

り
マ

ル

ク

ス

の

い

い

方
で

は

｢

経

済
畢
の

批
判
+

に

従

事
す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

｢

資
本

主

義
社
食
の

運
動

法
則
の

曝

露
+

に

到
達
し

た
｡

そ

れ

は

労
働
慣
値
論
の

完
成
で

あ

る

と

同

時
に

ま

た

茎

想
か

ら

科
挙
へ

の

社

食
主

義
の

萄
展
で

も

あ
っ

た
｡

ヘ

ー

ゲ

ル

や

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

や

室

想
的
社

食
主

義
者
や

リ

カ

ァ

ド

オ

は
､

マ

ル

ク

ス

が

｢

資
本
主

義
と

人

間
解
放
+

と
い

う

テ

ー

マ

に

た

い

し
て

､

｢

科
畢
的
社
食
主

義
+

と
い

う

解
答
を

輿
え

る

た

め
の

媒
介
物
で

あ
っ

た

と
い

え
.

よ

う
｡

古
典
派

経
済
草
の

ば

あ
い

に
､

資
本

主

義
と

人

間
と
い

う

問
題

が

マ

ル

ク

ス

の

ば

あ
い

の

よ

う
に

鏡
く

意
識
さ

れ

な
い

の

は
､

主

と

し
て

つ

ぎ

の

事
情
の

た

め
で

あ
る

｡

第
一

に
､

古

典
汲
の

ば

あ

い

に

は

資
本

主

義
制
度
は

自
然
の

永
遠
の

秩
序
と

み

な

さ

れ

て

い

た
｡

つ

ま

り
､

彼
ら

は

賓
際
に

は

資
本
主

義
経
済
を

問
題
に

し

な

が

ら

自
ら

は

経
済

一

般
を

問
題
に

し
て

い

る

か

の

よ

う
に

考
え

て

り

∂

い

た

の

で

あ

る
｡

第
二

に
､

彼
ら

は

資
本
主
義
経
済
を

本

質
的
に

如

･-
一
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調
和
的
な

も
の

と
み

な

し
て

い

た
｡

つ

ま

り

階
級
利
害
の

封
立

や

資
本

主

義
の

矛

盾
の

現
わ

れ

を

た

ま

た

ま

蔑
見

し
て

も
､

そ

れ

は

調

和
が

達
成
さ

れ

る

ま

で

の

一

時
的
な

現

象
に

す
ぎ

な

い

と

み

な

す
か

､

ま
た

は

資
本
主

義
が

完
全
に

自
ら

を

貴
現
す

る

こ

と

を

妨

げ
る

何
ら
か

の

外

的
事
情
の

た

め
だ

と

考
え

が

ち
で

あ
っ

た
｡

こ

の

こ

と

は

も

ち

ろ

ん
､

資
本

主

義
が

唯
一

の

経

済
秩
序
だ

と
み

な

さ

れ

て

い

た

と
い

う

第
一

の

事
情
の

必

然

的
な

辟
結
で

あ
る

｡

い

わ

ゆ
る

近

代
経
済
畢
の

ば

あ

い

に

も
､

こ

の

二

つ

の

鮎
で

は

多
か

れ

少

な
か

れ

古
典
派
の

ば

あ
い

と

同

様
で

あ

る
｡

り

ま

り
､

今
で

は

リ

カ

ァ

ド

オ

の

ば

あ
い

ほ

ど

素
朴
に

資
本
主

義
経
済
と

経

済
一

般
が

同
一

現
さ

れ

る

こ

と

は

少
い

が
､

ど

ん

な

非
マ

ル

ク

ス

的
経
済
学
者
も

資
本
主

義
と

い

う

概
念
に

た

い

し

て

決
し

て
マ

ル

ク

ス

ほ

ど

明

確
に

限
定

さ

れ

た

規
定
を

輿
え
た

こ

と

は

な
い

｡

そ

し
て

ま

た
､

レ

ア

セ

･

フ

エ

ー

ル

に

よ

っ

て

極
大

満
足
が

賓
現

さ

れ

る

と

い

う

保
障
が

な
い

と
い

う
こ

と
は

､

今
で

は

誰
で

も

認
め

る

こ

と

だ

け

れ

ど

も
､

既
存
の

経
済
秩
序
の

わ

く

内
で

虞
理
で

き

な
い

よ

う
な

矛

盾
は

存
在
し

な
い

は

ず
だ

と

い

う
公

準
は

嶺
承

さ

れ

て

い

る
｡

そ
の

う
え

､

近

代

経
済
学
は

､

古

典
汲

や
マ

ル

ク

ス

の

ば

あ
い

の

よ

う
に

､

近

代

社
食
の

運

動
法
則
の

究

明

と
い

う

綜

合
的
な

テ

ー

マ

か

ら

ほ

な

れ

て
､

分
析
用

具
の

製
作
と

い

う

作
業

に

自
ら
の

封
象
を

限

定
す
る

傾
向
を

強
め

た
｡

た

と

え

ば
､

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

は

マ

ル

ク

ス

経

済
畢
の

踪
合
的

性
格
に

つ

い

て

つ

ぎ
の

よ

う
に

の

べ

て

い

る
｡

｢

マ

ル

ク

ス

的

綜

合
は

､

戦
争

､

革
命

､

立

法
の

攣
化
等
の

如
き

あ

ら

ゆ
る

歴

史

的

事
件

､

な

ら
び

に

財
産

､

契

約
関
係

､

政

府
の

形
態
等
の

如
き

あ

ら

ゆ
る

社

食
制
度
を

包
含
し

て

い

る

が
､

こ

れ

に

た

い

し

て

非
マ

ル

ク

ス

経
済
寧
者
は

､

常
に

そ

れ

を

撹
乱
要
因
な

い

し

興

件
と

し

て

取
扱
い

､

そ

れ

ら
を

説
明

す
る

こ

と

を

目

的
と
せ

ず
､

た

ゞ

そ

の

作
用
の

仕
方
や

結
果
の

み

を

分
析
す
る

こ

と

に

止

め

よ

う

と

す

る
+

｢

マ

ル

ク

ス

髄
系
に

濁
白
の

特
徴
は

､

こ

れ

ら
の

歴

史
的

事
件

や

杜
合
制
度
自
膿
を

も

経
済
分
析
の

説

明

過

程
の

中

に

入

れ

て

い

る

こ

と
､

あ

る

い

は

専
門

語
を

以
て

す
れ

ば
､

そ

れ

ら

を

輿
件
と

し
て

で

は

な

く
､

愛
敷
と

し
て

取
扱

っ

て

い

る

こ

と

に

存
す
る
+

と

(

『

十
大

経

済

尊
者
』

八

七

貞
)

｡

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

偲
こ

の

よ

う

な
マ

ル

ク

ス

の

｢

綜
合
性
+

に

ょ
っ

て

果
し

て

ど

れ

だ

け
の

利
鮎
が

え

ら

れ

た

か

を

疑
っ

て

い

る
｡

し
か

し
､

少

く
も
つ
■
ぎ
の

こ

と

は

明

白

な

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

す
な

わ

ち
､

マ

ル

ク

ス

経
済
学
は

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

が

こ

1

に

正

し

く

叙
述

し
た

よ

う
な

特
有
な

特
徴
の

故
に

､

資
本
主

義
社

食
の

個
々

の

現

象
や

全

億
と

し

て

の

資
本

主

義
生

産
棟
式
が

､

鮨

4 ∂4
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局
の

と
こ

ろ
わ

れ

わ
れ

に

と
っ

て

ど

う
い

う

意

味
を

も
っ

て

い

る

の

か

と
い

う

問
い

に

答
え
る

こ

と

が

で

き

る

の

だ

が
､

か

1

る

綜

合
性
を

軟
く

経
済
畢
は

ま

さ

に

そ

の

よ

う
な

問
題
に

つ

い

て

は
､

マ

ル

ク

ス

の

同

答
に

と
っ

て

代

り

う
る

よ

う
な

回
答
を

輿

え
る

こ

と

が

で

き

な
い

と
い

う
こ

と
が

こ

れ

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

の

経
済
学
説
の

根
本

的
性
格
に

つ

い

て

の

以

上
の

よ

う
な

見
方

か

ら
び

き
だ

さ

れ

る

結
論

､

つ

ま

り
マ

ル

ク

ス

を

こ

れ

か

ち

学
ぼ

う
と

す
る

人
々

に

と
っ

て

参
考
に

な

り

そ

う

な

結

論

は
､

つ

ぎ
の

二

鮎
で

あ

る
｡

第
一

は
､

資
本

主

義
経
済
膿
制
と
い

う
も
の

､

つ

ま

り

現

在
わ

れ

わ

れ

が

住
ん

で

い

る

と
こ

ろ
の

経
済
敢
合
は

､

人

類
の

歴

史
に

と
っ

て

究

極
的
に

ど

う
い

う

意

義
を

も
っ

て

い

る

の

か

と
い

う

問

題
を

､

根
本

的
に

考
え
て

み

よ

う

と
い

う

問
題
意

識
を

丸
っ

き

り

も
た

な
い

で

マ

ル

ク

ス

の

著
作
を

讃
ん

で

も
Y

ほ

と

ん

ど

何
の

感

銘
も

う
け

な
い

で

あ

ろ

う

と
い

う
こ

と

が

そ

れ

で

あ

る
｡

そ

れ

は

い

わ

ば

中

波
の

受
信
機
で

短

波
の

放
迭
を

聞
こ

う
と

す
る

よ

う

な

も
の

で
､

主

膿
と

客

債
(

つ

ま

り
マ

ル

ク

ス

の

思

想
)

と

が

同

調

し

な
い

の

で

あ

り
､

せ

い

ぜ

い

個
々

の

断
片
的
な

知
識
を

え

る

に

止

っ

て
､

マ

ル

ク

ス

の

思

想

を

多
少

と

も

理

解
し
た

こ

と

に

は

な

ら

な
い

で

あ

ろ

う
｡

第
二

に
､

マ

ル

ク

ス

は

さ

き

に

の

べ

た

よ

う
な

き

わ

め
て

普
遍

性
を

も
っ

た

テ

ー

マ

(

近

代

資
本

主

義

社

食
の

運

動
法
則
)

を

追

求

し

た

と

は

い

え
､

他
の

す
べ

て

の

思
想
家
と

同

様
に

､

彼
も

ま

た

先

行
者
の

思

想
に

ょ

っ

て
提
起
さ

れ

た

問
題
を

論
じ
る

と
い

う
形

で

の

み

こ

の

普
遍
的
な

テ

ー

マ

を

取

扱
っ

た

の

で

あ

る
｡

具

髄
的

に

い

え

ば
､

彼
は
ヘ

ー

ゲ

ル

や
バ

ウ

ア

ー

や

シ

ュ

テ

イ

ル

ナ

ー

や

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

な

ど
の

問
題
を

研
究

す
る

こ

と
を

通
し

て

史

的
唯
物

論
に

到

達
し

､

古
典
政

経
済
聾
者

､

な
か

で

も

リ

カ

ァ

ド

ォ

の

残
し

た

問
題
を

追
求
す

る

と
い

う

形
で

資
本

主

義
経
済
の

分

析
を

展
開
し

た
の

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

わ

れ

わ

れ

が

マ

ル

ク

ヽ

ヽ

ヽ

ス

の

著
作
を

讃
ん

で

彼
の

議
論
を

ど

こ

ま
で

完
全
に

理

解
し

う
る

か

は
､

彼
が

自
ら
の

議
論
を

展
開
す
る

さ

い

の

前
提
と

な
っ

て

い

る

先

行

者
た

ち
の

思

想
を

､

わ

れ

わ

れ

が

ど

れ

だ

け

身
近
に

感
じ

て

い

る

か

に

よ

っ

て

き
ま

る
｡

も

ち

ろ

ん
､

先

行
者
の

研
究

な
し

に

は
､

マ

ル

ク

ス

の

議
論
を

理

解
す

る

こ

と

が

全

く

不

可

能
だ

と

い

う
わ

け
で

は

な
い

｡

し

か

し
､

マ

ル

ク

ス

と

共

通
の

基

本

的
問

題

意
識
(

資
本

主

義
と

人

間
解

放
)

に

た

つ

と

い

う
こ

と
だ

け
で

は
､

つ

ま

ケ

彼
が

こ

の

問
題
を

虞
理

し
た

特
殊
な

形

態
(

歴
史

的

社

食
的

に

制

約
さ

れ

た

特
定
の

形

態
)

に

つ

い

て

の

知
識
が

不

十

分
で

あ

れ

∂

ば
､

そ

れ

だ

け

わ

れ

わ

れ

の

マ

ル

ク

ス

理

解
は

不

完
全

に

な

る

の

4 0

二
ト

■し

㌧

㌍
打

し
√

r

ノ

ト
し

i

臣
l

∴
乙
P

ト
レ

ト
‥

酔
い

k

L
声

ト

ト
■に

r

臥
h

監
ト

㌻
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払
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芦平尊王

で

あ
る

｡

マ

ル

ク

ス

の

よ

う
に

イ

ギ

リ

ス

の

経
済
撃
と
フ

ラ

ン

ス

の

社

食

主

義
思

想
と

ド

イ

ツ

の

哲
学
に

廉
く

通
じ
て

い

た

と
い

わ

れ

る

人

の

ば

あ
い

に

は
､

こ

の

鮎
で

の

わ

れ

わ

れ

の

困

難
は

な
み

な
み

な

ら
ぬ

も
の

が

あ

る

と
い

え

よ

う
｡

経
済
学

説
に

か

ぎ
っ

て

い

え

ば
､

マ

ル

ク

ス

の

議
論
を

理

解
す
る

に

あ
た

っ

て
､

リ

カ

ァ

ド

オ

の

も
つ

意
義
は

ほ

と

ん

ど

決
定
的
な
よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

｢

マ

ル

ク

ス

経
済
畢
の

眞
の

理

解
は

､

理

論
家

と

し
て

の

マ

ル

ク

ス

が

リ

カ

ァ

ド

オ

の

弟
子

で

あ
っ

た

こ

と
の

認
識
か

ら

は

じ

ま

る
+

と
い

ぅ
シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

の

言
葉
は

､

こ

の

意
味
で
は

全

く

正

し
い

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

ド

イ

ツ

哲
学
や

フ

ラ

ン

ス

政

令
思
想
に

か

ん

し

て

は
､

私
は

こ

1

で

と

や

か

く
い

う
資
格
を

も
っ

て

い

な
い

｡

三

最
後
に

､

こ

れ

か

ら
マ

ル

ク

ス

を

勉
強
し

て

み

よ

う
と

す
る

人

の

た

め
に

､

彼
の

甚
だ

過

大
に

し

て

か

な

り

難
解
な

著
作
の

ど

れ

か

ら

讃
ん

で

ゆ

く
の

が

よ

い

か

と

い

う
鮎
に

つ

い

て
､

気
の

つ

い

た
こ

と

を

二
､

三

の

べ

て

お

く
こ

と

に

し

た
い

｡

し

ば

し
ば

問
題
に

さ

れ

る

こ

と

だ

が
､

マ

ル

ク

ス

ト

エ

ン

ゲ

ル

ス

自
身
の

著
作
を

ま

ず
讃
む
ぺ

き

か
､

そ

れ

と

も

何
か

像
備
的
な

入

門
書
か

ら
､
始
め

る
ぺ

き
か

と
い

う

問
題
が

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

の

甜
′

4
▲

生

涯
や

学
説
の

全

貌
に

つ

い

て

の

信
頼
で

き

る

概
説

書
を

ま

ず
謹

む

と

い

う
こ

と

は
､

決
し
て

悪
い

こ

と

で

は

な
い

だ

ろ

う
｡

マ

ル

ク

ス

の

俸
記
で

は
､

F
･

メ

ー

リ

ン

グ

の

も
の

が

今
な

お

最
も

定

評
の

凍
る

も
の

で

あ
る

が
､

や

1

大

部
に

す
ぎ

る

か

も

し

れ

な

い
｡

小

筋

子

と

し
て

は

レ

ー

ニ

,
ン

の

『

カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス
』

や

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

小

論

文
(

『

資
本
論
』

の

書

評
や

『

資
本

論

綱

要
』

な

ど
)

が

あ

る
｡

つ

ぎ
に

後
世
の

マ

ル

ク

ス

研

究

者
の

手
に

な

る

『

資
本
論
』

や

史
的
唯
物
論
に

か

ん

す
る

解
説

者
や

入

門

書
に

つ

い

て

い

え

ば
､

私
は
こ

れ

ら
の

解
説

書
の

中
に

多
数
の

優
れ

た

参

考
書
が

含
ま

れ

て

い

る

こ

と

を

否
定

す
る

つ

も

り
は

毛

頭
な
い

け

ヽ

ヽ

ヽ

れ

ど

も
､

マ

ル

ク

ス

白
身
の

著
作
を

讃
む
ま

え
に

ど

う
し

て

も

讃

ま

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

よ

う

な

特
殊
な

入

門

書
と

い

う
よ

う

な

も

の

は

な
い

､

と

私
は

考
え

て

い

る

(

少
く

も
大

草
の

畢
生

に

つ

い

て

い

ぅ
か

ぎ

り

は

そ

う

で

あ
る
)

｡

こ

れ

ら
の

解
説

書
や

入

門
書

は
､

多

ヽ

ヽ

分
､

自
分
で

マ

ル

ク

ス
､

エ

ン

ゲ
ル

ス

の

著
書
を

通
讃
し

た

の

ち

ヽ
に

､

自
分
の

マ

ル

ク

ス

理

解
を

整
理
し

た

り
､

補
足
し

た

り

す
る

の

に

利
用

し

た

方
が

い

っ

そ

う

有
益
で

あ

る
｡

と

こ

ろ
で

､

入

門
書
よ

り

は

ま

ず
原

典
を

讃
む

と

し
た

ば

あ

い

に
､

何
か

ら

手
を

つ

け

る

か

と
い

う
問
題
が

あ
る

｡

多
分

､

そ

れ

巨上
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は
ほ

と

ん

ど

ど

う
で

も

よ

い

問
題
で

あ

ろ

う
｡

と
い

う
の

は
､

多

少
と

も

十

分
に

マ

ル

ク

ス

の

思

想

を

理

解

す

る

た

め

に

は
､

結

局
､

か

な

り

多
数
の

著
作
に

目
を

通
さ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

に

な

る

と
い

う
の

が

第
一

の

理

由
で

あ

り
､

そ

の

う
え

､

ど
ん

な

に

｢

や

さ

し
い
+

と
い

わ

れ

て

い

る

も

の

で

も
､

も
っ

と

も

む
つ

か

し

い

と

い

わ

れ

て

い

る

も
の

に

目
を

通
し

て

か

ら

は

じ

め
て

正

し

く

理

解
し

う
る

よ

う
な

要
素
を

含
ん

で

い

る

こ

と

が

多
い

か

ら

で

あ
る

｡

だ

か

ら
､

何
か

ら

は

じ

め
る

か

と
い

う

問
題
は

､

ど

う

み

て

も
二

次
的
な

問
題
以
上

の

も
の

で

は

な
い

｡

初
期
の

努
作
か

ら

娼
を

迫
っ

て

讃
む

と

い

う
よ

う

な
こ

と

は
､

も
ち

ろ

ん
､

推

奨
さ

れ

る

べ

き
こ

と

で

は

あ

る

ま
い

｡

た

と

え
､

専
門
の

マ

ル

ク

ス

聾

者
に

な

ろ

う

と

す
る

人
に

つ

い

て

さ

え
､

お

そ

ら

く
そ

う
で

あ

る
｡

『

資
本

論
』

は

い

う

ま
で

も

な

く
マ

ル

ク

ス

の

主

著
で

あ

り
､

少
く
も

そ

の

全
三

省
を

通

讃
す
る

こ

と
な

し

に
マ

ル

ク

ス

の

思
想
を

理

解
す
る

こ

と

は

不

可

能
な
の

だ

か

ら
､

と

に

か

く

『

資
本
論
』

だ

け
は

讃
む

と
い

う
の

も
､

確
か

に

び

と

つ

の

方

法
で

あ

る

か

も

し
れ

な
い

｡

し

か

し
､

『

資
本

論
』

冒
頭
の

い

わ

ゆ
る

債
値
論
に

は

ど

う

し
て

も

興

味
が

も

て

な
い

と
い

う
人

が

多
い

で

あ

ろ

う
｡

む

し

ろ

私

は

『

資
本

論
』

や
『

経
済
畢
批
判
』

の

冒
頭
の

商
品
に

か

ん

す
る

分
析
に

た

い

し
て

､

最
初
か

ら

強
い

興

味
を

も
つ

よ

う
な

人
が

あ

り

う
る

と

は

信
じ

ら

れ

な

い

(

そ

の

人
が

経
済

卑
見
こ

と
に

古

典

派

経
済
畢
に

つ

い

て

の

あ

る

程

度
の

専

門

家

で

な
い

か

ぎ

り

は

そ

う
で

あ
る

｡

)

そ

こ

で
､

こ

の

難
関
を

迂
回
し

て

進

む

方

法
が

､

古
く
か

ら
い

く
つ

か

指
摘
さ

れ

て

い

る
｡

ひ

と
つ

は

『

貸
費
働
と

資
本
』

､

『

貸

金
､

償
椿

､

利

潤
』

､

『

共

産
黒
宣

言
』

､

『

茎

想
か

ち

科

畢
へ

の

社

食
主
義
の

畿

展
』

な

ど
の

よ

う
に

､

取

り
つ

き
や

す
い

小

筋

子
か

ら

は

じ

め
る

と

い

う

方

法
で

あ

る
｡

も

ち

ろ
ん

､

こ

れ

ら
は

『

資

ヽ

ヽ

本

論
』

を

讃
む

代
り
に

は

な
ら

な

い
｡

し
か

し
､

マ

ル

ク

ス

の

経

済
畢
や

史
的
唯
物
論
の

主

要
鮎
に

つ

い

て

の

こ

れ

ら
の

著
作
の

平

明
な

叙

述

を

通
過

す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

『

資
本
論
』

へ

の

興

味
と

自
信
と

を

つ

け

る

こ

と
が

で

き
よ

う
｡

前
の

二

筋
は

い

わ

ば

『

資

本

論
』

第
一

巷
の

中
心

テ

ー

マ

(

つ

ま

り

資
本

と

労
働
と
の

関
係
)

の

き

わ

め
て

平
明

な

説

明
で

あ

り
､

後
の

二

者
は
マ

ル

ク

ス

主

義
の

根
本

思

想
の

叙
述
で

あ
る

｡

つ

ぎ

に
､

も

う
ひ

と
つ

の

迂
回
方

法
は

､

理

論
的
な

分
析
で

は

な

(
て

､

歴

史
的
記

述
か

ら

近
づ

く

と
.い

う

方

法
で

あ

る
｡

た

と

え

ば
､

『

資
本
論
』

第
一

奄
第
三

編
の

努
働
日

に

か

ん

す
る

章
､

第

四

編
の

マ

ヌ

フ

ァ

ク

チ
ュ

ア

や

大
工

業
に

か

ん

す
る

章
､

第
七

編

7
-

の

蓄
積
の

一

般
法
則
の

例
置
や

本
源
的
蓄
積
に

か

ん

す
る

章
､

あ

卯

｢
一

計

←

.†

こ

㌣
綜

`

ナ

､､
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る

い

は

ま

た
エ

ン

ゲ

ル

ス

の

『

イ

ギ

リ

ス

に

お

け

る

労

働
者
階
級

の

状
態
』

な

ど
が

そ

れ

で

あ

る
｡

E
･

H
･

カ

ー

の

よ

う
に
マ

ル

ヽ

ヽ

ク

ス

の

経
済
理

論
に

は
ほ

と
ん

ど

償
値
を

認
め

な
い

人
で

も
､

こ

れ

ら
の

歴

史
的
記

述
だ

け
で

は

高
く

評
償
し

て

お

り
､

｢

前

世

紀

の

中

頃
の

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
者
階
級
が

､

男
も

女

も

子

供
も

､

生

活
を

支

え

る

に

た

る

賃
金
よ

り

幾
分
少
い

貸
金

を

も

ら

う
返

絶

と

し

て
､

彼
ら
の

雇
傭
者
の

た

め
に

利
潤
を

稼
ぎ

だ

し

て

い

た

と
こ

ろ
の

､

恐

る

べ

き

生

活
傑
件
の

も
の

す
ご

い

曝

露
+

は

｢

『

資
本

論
』

の

中
で

そ

の

債
借
を

も

ち
こ

た

え
て

い

る
+

こ

と

を

認
め

て

い

る

(

『

カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス

』

三

八
一

頁
)

｡

カ

ー

の

い

わ

ゆ
る

｢

も

の

す
ご

い

曝
露
+

を

讃
む
こ

と

に

よ

っ

て
､

理

論
的
な

編
へ

の

関

心
を

そ

そ

ら
れ

る

人

も

あ

ろ

う
し

､

ま

た
､

た

と

え

そ

う
な
ら

な

く
て

も
､

少

く

も

経
済
撃
と

い

う
も
の

は

国
民

所
得
や

物
債
指
数

や

国
際
収

支
や

公

定

歩
合
や

ダ

ウ

平

均
扶
債
の

動
き

だ

け
で

は

な

く
て

､

も
っ

と

別
の

分
野
に

も

目

を

向

け

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と

い

う
こ

と

を

教
え

ら
れ

る

と

い

う

利
鮎
だ

け

は
あ

る

だ

ろ

う
｡

ヽ

ヽ

と

こ

ろ

で
､

以
上

の

よ

う
な

迂
回

は

『

資
本

論
』

を

讃
む

代
り

に

な
る

こ

と
で

は

な

く
て

､

讃
む

た

め
の

準

備
で

あ

る
｡

『

資
本

論
』

全
三

巻
(

で

き

れ

ば

『

剰
餞

償

値

寧

誼

史
』

も
)

を

曲
り

な
り

に

も

通
讃
す
る

こ

と

な

し

に

は
､

マ

ル

ク

ス

の

脛
済
畢
を

革
ん

だ

と

い

う
こ

と
は

で

き
な

い
｡

『

資
本
論
』

を

讃
も

う
と

す
る

人

に

と

鵬
.

-4一

っ

て

は
､

｢

債
僧
形
態
に

か

ん

す
る

節
を

除
け

ば
､

理

解
し
が

た

い

と

い

っ

て

本
書
を

非
難
す
る

こ

と

は

で

き

な
い

で

あ

ろ

う
+

と

い

う
マ

ル

ク

ス

自
身
の

言

葉
(

第
一

巷

第
一

版

序

言
)

が

讃
者
に

と

っ

て
､

何
よ

り
の

激
励
と

な

ろ

う
｡

(

も
っ

と

も
マ

ル

ク

ス

は
こ

れ

に

つ

づ

け
て

｢

も

ち
ろ

ん

私
は

､

新

た

な

も
の

を

撃
ぽ

う

と

欲

す
る

､

し

た

が

っ

て

ま
た

自
分
で

思

惟
し

ょ

う

と

欲

す

る

讃
者

を

想

定

し
て

い

る

の

で

あ

る
+

と
つ

け

加

え
て

い

る
｡

)

償
僧
形

態
に

か

ん

す
る

説

明

は
､

『

経

済
学
批

判
』

と

『

資
本

論
』

第
一

版
と

第
一

版
附
鐘
と
『

資
本

論
』

第
二

版
と
い

う

四

通
り

の

鼓
逃

が
マ

ル

ク

ス

自
身
に

よ

っ

て

残
さ

れ

て

い

る

こ

と

を

み

て

も

わ

か

る

と
お

り
､

著
者
自
身
が

最
も

苦

心

し
た

部
分
で

あ

る
｡

商
品
の

償
値
形

態

も

し

く

は
生

産
物
の

商

品

形

態
は

マ

ル

ク

ス

自
身
が

の

べ

た

よ

う
に

､

｢

ブ

ル

ジ

ョ

ア

敢

禽
に

と
っ

て

は

…

…

経
済
的
な

細
胞

形
態
+

で

あ

り
､

そ

れ

は
マ

ル

ク

ス

の

資
本

主

義
把
握
の

鍵
で

あ

る

と

同

時
に

ま
た

わ

れ

わ

れ

の

マ

ル

ク

ス

経
済
学
理

解
の

鍵
で

も

あ

る

が
､

そ

の

反

面
､

債
値

形
態
に

か

ん

す
る

マ

ル

ク

ス

の

説
明
の

中
に

は
､

『

資
本

論
』

全

三

巷

や

さ

ら
に

は

『

剰
徐
債
値
学
説
史
』

を

讃
了

し
て

は

じ
め

て

理

解
で

き
る

よ

う

な

要
素
も

含
ま

れ

て

い

る
｡

だ

か

ら
､

卒
然
と

讃

ん

で

ほ

と

ん

ど

分
ら
な

か
っ

た

と

し

て

も

必

ず
し

も

失

望
す
る

に



ニ
不

一‾r

▼
‾

は

及
ば

な

い

の

で

あ

る
｡

こ

れ

は

慣
値

形

態

論

に

か

ぎ

ら

ず
､

『

資
本
論
』

全

髄
に

つ

い

て

い

え

る

こ

と

だ

が
､

マ

ル

ク

ス

の

よ

う
な

天

才
が

数
十

年
に

わ

た
っ

て

心

血

を

注
い

だ

研
究
の

成
果
で

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

あ

る

『

資
本

論
』

の

よ

う
な

書
物

を
､

一

度
讃
む
だ

け

で

す
っ

か

り
理

解
し

て

し

ま

お

う
な

ど

と

望
む
の

は
､

途
方

も
な

い

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

野 間 予腎可顎--て革帯竿
号
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以

上
は

マ

ル

ク

ス

の

経
済
学
説

を

畢
ぶ

と

い

う

観
鮎
か

ら

の

べ

た

の

で

あ

る

が
､

史
的
唯
物

論
な
い

し

は
マ

ル

ク

ス

の

思

想
全

般

に

つ

い

て

い

う
ば
あ

い

に

ほ
､

古
く
か

ら

し

ば

し

ば
い

わ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

エ

ン

ゲ
ル

ス

の

『

フ

ォ

イ

エ

ル

バ

γ

ハ

論
』

､

マ

ル

ク

ス

の

『

ド

イ

ツ
∴

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー
』

､

『

家

族
､

私

有
財
産
お

よ

び

国
家
の

起
源
』

な

ど

も
､

必

讃
文

献
で

あ

り
､

し

か

も

此

較
的

｢

や

さ

し
い
+

も
の

だ

と

さ

れ

て

い

る

が
､

こ

れ

ら
に

つ

い

て

は

こ

こ

で

こ

れ

以

上
ふ

れ

る

こ

と
は

で

き

な

い
｡

最
後
に

､

マ

ル

ク

ス

も

し

く
は

マ

ル

ク

ス

経
済

学
に

か

ん

す
る

研
究
書
に

つ

い

て

附
言
す
る

と
､

『

資
本

論
』

自

健
の

解
説

書
と

し

て

は
､

皿
･

ロ

ー

ゼ

ン

ベ

ル

グ

『

資
本
論
註
解
』

五

鮒

(

改

造

祉
､

一

九
五

三

年
)

と

河
上

肇
『

資
本

論
入

門
』

(

三

笠

文

庫
､

一

九

四

八

年
)

が
､

･
い

ず
れ

も

今
と

な
っ

て

は

古
い

と

い

わ

れ

て

い

る

け

れ

ど

も
､

や

は

り

定

評
の

あ

る

も
の

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

経
済
畢
を

古

典
畢
汲

と

関
連
さ

せ

て

研
究
し

ょ

う
と

す
る

ば

あ

い

の

参

考
書
と

し
て

は
､

L
･

､

､

､

-

ク

『

労
働
慣

値
論

史
研
究
』

(

日

本

評

論

新
祀

､

一

九
五

八

年
)

と

久

留
間
鮫
造

･

玉

野

井
芳
郎
『

経
済
畢
史
』

(

岩

波
全

署
､

一

九
五

四

年
)

を

あ

げ
る

こ

と

が

で

き
よ

う
｡

ま

た
､

近

代
経

済
撃
と

の

封
此
に

重

鮎
を

お

く
ば

あ

い

に

は
､

凹
･

ド

ッ

ブ

『

政

治

経
済
撃
と

資
本
主

義
』

(

岩
波

書

店
､

一

九
五

二

年
)

や

P
･

ス

ウ

ィ

ー

ジ

ー

『

資
本
主

義
嶺
展
の

理

論
』

(

日

本

評

論

新

祀
､

一

九

五
一

年
)

が

参
考
に

な

ろ

う
｡

ま

た
､

マ

ル

ク

ス

以

後
に

マ

ル

ク

ス

の

取

扱
わ

な
か

っ

た

問
題
を
マ

ル

ク

ス

経
済
学
の

方

法
で

研
究
し

た

最
も

重

要
な

文

献
と

し

て

は
､

少

く

も
E

･

カ

ウ

ツ

キ

ー

『

農
業
問
題
』

(

岩

波

文

庫
)

､

R
･

ヒ

ル

フ

ァ

デ
ィ

ン

グ

『

金

融
資

本

論
』

(

大

月

書

店
､

一

九
五

二

年
)
､

B
･

N
･

レ

ー

ニ

ン

『

帝
国
主

義
論
』

(

レ

ー

ニ

ン

全

集
､

国
民

文

庫
､

岩

波

文

庫
そ

の

他
)

は

看
過

す
べ

か

ら

ざ

る

も
の

と

い

う
べ

き

で

あ

り
､

ま
た

､

ソ

同

盟
科
学
ア

カ

デ
､

､

､

-

『

経
済
学
教
科
書
』

(

合

同

出
版
祀

､

全

四

筋
)

も
､

古
典
の

畢
習
と

現

代

的
問
題
と
を
つ

な

ぐ

媒

介
環

と

し
て

有
用
で

あ

ろ

う
｡

反
マ

ル

ク

ス

的
立

場
か

ら

す
る
マ

ル

ク

ス

批

判
の

書
と

し

て

は
､

経
済
単
に

つ

い

て

は

E
･

ポ
ェ

ー

ム

=

バ

グ
エ

ル

ク

『

マ

ル

ク

ス

寧
説

健
系
の

終
意
』

(

日

本

評
論
敵

､

昭

和

六

年
)

､

一
唯
物

史

観

い
♪

い
れ

.ゝ

.

り

㌢

】吉
一

㌢
ノ

ゝ

′

了

∴
㌣
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＼ ､

に

つ

い

て

は

ア

イ

リ

ー

･

セ

イ

『

唯
物
史
観
と

歴
史
の

経
済
的
説

明
』

(

日

本

評

論
敵

､

昭

和
六

年
)

が
､

最
も

代
表

的

な

も

の

で

あ

り
､

そ

の

他
の

も
の

は
(

二
､

三

の

例

外

を

除
く

と
)

こ

の

雨

着
の

論
鮎
を

反
復
し
て

い

る

に

す
ぎ

な
い

｡

ま

た
､

有
名

な

近
代

経
済

学
者
に

よ

る

マ

ル

ク

ス

経
済
畢
研

究
書
と

し

て

は
､

J
･

シ

ュ

ム

ベ

ー

タ

ー

『

十

大

経
済
学
者
』

(

日

本

評

論

新

祀
､

一

九
五

二

年
)

と

1
･

ロ

ビ

ン

ソ

ン

『

マ

ル

ク

ス

経
済

畢
』

(

有

斐

閣
､

一

九
五

二

年
)

が
､

最
も

代
表
的
な

も
の

で

あ

ろ

う
｡

最
後
に

､

こ

れ

ら
の

マ

ル

ク

ス

研
究
文

戯
の

利
用
に

つ

い

て
一

言
つ

け

く
わ

え

る

と
､

た

と

え

ど
の

よ

う
な
立

場
か

ら

書
か

れ

た

も
の

に

せ

よ
､

そ

れ

が

著
者
の

眞
創
な
マ

ル

ク

ス

研
究
の

成
果
で

J O
.

オ
T

■

あ

る

か

ぎ

り

は
､

新
た

に

マ

ル

ク

ス

を

学
ぼ

う
と

す
る

人

に

と
っ

て
､

多
か

れ

少
な

か

れ

有
益

な

示

唆
を

も

た

ら

し
､

初

学
者

が

自

ら
の

｢

マ

ル

ク

ス

像
+

を

形
成
す
る

参
考
に

な

る

に

ち
が

い

な
い

｡

し
か

し
､

そ

の

役
割
が

あ

く

ま
で

も

補
助

的
な

も
の

で

あ

る

こ

と

は
い

う
ま

で

も

な
い

｡

な

お
､

こ

の

小

論
で

ふ

れ

た
一

連
の

文

麒
の

正

確

な

タ

イ
ト

ル

と

こ

こ

で

ふ

れ

な

か
っ

た

多

数
の

参
考

文
厳

に

つ

い

て

は
､

『

経

済

寧
の

尊
び

方
』

(

白

桃

書

房
､

一

九
五

八

年
)

や

遊

部

久

頼

編
著
『

資
本

論

研

究
史
』

(

ミ

ネ

ル

ヴ
ァ

書

房
､

一

九

五

九

年
)

所

載
の

文

麒
目

鐘

む

参
照

さ

れ
た

い

｡

(

一

橋
大

草
助

教
授
)




