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一

九
六

〇

年
代
に

民

衆
思

想

史
研

究
と
い

う

あ

ら

た

な

研

究
動

向
が

あ
っ

た
､

と
い

わ
れ

る

ば

あ
い

が

あ

る
｡

も

ち

ろ

ん

こ

れ

は
､

日

本
史
研

究
者
た

ち
の

小
さ

な

世

界
で

の
､

さ

さ

や

か

な

話
柄
の

一

つ

に

す

ぎ

な
い

｡

し
か

し
､

こ

う
し

た

動
向

を

代

表
す
る

研

究

者
と

し

て
､

色

川

大
吉

氏
･

鹿
野
政

直
氏
と

私
と
の

名

前
を

あ

げ
､

そ

の

批
判
的
な

総
括
を

試
み

て

い

る

人
は

二
､

三

に

と

ど

ま

ら

な

い

し
､

日

本
史
研

究
者
た

ち
の

世

界
の

外
か

ら

も
､

か

す
か

な
が

ら

反
響
が

聞
え
て

く
る

｡

い

う
ま

で

も

な
い

こ

と
だ

が
､

民

衆
の

意
識
や

思
想

を

歴
史
的

研

究
の

対

象
と

し

た
こ

と

自
体
に

お

い

て

は
､

右
の

三

人
に

は
､

な

ん

ら
の

先

駆
的
意
義
も

な
い
｡

柳
田

国
男
の

民

俗
学

､

百

姓
一

安

丸

良

夫

揆
な

ど
の

人

民

闘
争
史
(

階
級
闘

争
史
)

的
研

究
､

丸
山

美
男
氏

と

そ

の

学
派
の

政

治
思

想
史
的
研

究
､

農
村
社

会
学
や

社

会
心

理

学
の

立

場
か

ら
の

調

査
研

究
な

ど

は
､

量
貿
と
も

に
､

そ

れ

ぞ

れ

か

ん

た

ん

な

概
括
を

許
さ

な
い

重
い

成

果
と

し
て

私
た

ち
の

前
に

あ

る

が
､

さ

ら
に

た

と

え

ば
､

津
田

左

右
吉
『

文

学
に

現
は

れ

た

る

我

が

国

民

思

想
の

研

究
』

や

西

岡

虎

之
助

『

民

衆
生

活

史

研

究
』

な

ど

も
､

民

衆
の

意
識
な
い

し

思
想
の

歴
史
的
な

研

究
を

､

そ

の

主
要
な

関
心

対

象
と

し

て

い

る
｡

ま
た

､

私
自
身
に

い

く

ら

か

近
い

世

代
を

考
え

て

み

て

も
､

村
上

重

良

民
､

芳
賀
萱

氏
､

布

川

清
司
氏
な

ど
の

研

究
ほ

､

私
が

民

衆
思
想
に

つ

い

て

論
ず
る

よ

り

も

ず
っ

と

以

前
か

ら

精
力

的
に

す
す

め

ら

れ

て

お

り
､

そ

れ

ぞ

れ
､

鬼

大
と
い

っ

て

よ

い

ほ

ど
の

多
数
の

著
作
と

し
て

､

そ

の

成

果
が

世
に

問
わ

れ

て

い

る
｡

だ

が
､

.
そ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

六

ば

丘
▼
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○
年
代
の

民

衆
思

想
史

研

究
が

あ

ら
た

な

研

究
動
向

だ

と
さ

れ
､

『

明

治

精
神
史
』

『

資
本
主

義
形
成

期
の

秩
序
意
識
』

｢

日

本
の

近

代
化
と

民

衆
思

想
+

な

ど
が

､

そ

の

成

果
だ

と

さ

れ

か

の

は
､

そ

こ

に

問
題
意
識

･

方

法
･

歴
史
感

覚
な

ど

に

お

い

て

あ
る

転
換
が

あ

り
､

そ

の

視

角
か

ら
い

く
つ

か

の

史
実
が

発
見
さ

れ

た

り

あ

ら

た

な

光
が

あ
て

ら

れ

た

り
し

た

か

ら

で

あ

ろ

う
｡

そ

の

さ

い
､

色

川

氏
な

ど
の

発
掘
し
た

史
実
そ

の

も
の

が

鮮
烈
な

印
象
を

あ

た

え

た

と
い

う
こ

と

も
あ

る

が
､

そ

れ

ら
の

史
実
が

キ

ラ

キ

ラ

輝
い

七

み

え
る

の

は
､

か

な

り

の

程

度
ま
で

､

色
川

氏

特
有
の

史
眼
を

通

し
て

私
た

ち
が

そ

れ

ら
の

史
実
に

接
し
た

か

ら

だ

と
い

う
こ

と

を
､

忘
れ

て

は

な

ら
な
い

だ

ろ

う
｡

そ

れ

で

は
､

六

〇

年
代
｢

民

衆
思

想

史
+

(

以
下

｢

+

付
で

区

別

す
る
)

研

究
に

は
､

問
題
意
識

･

方

法
･

歴
史
感

覚
な

ど
に

お

い

で

ど
の

よ

う

な

転
換
が

あ
っ

た

の

か
､

と
い

う
こ

と
に

な
る

の

だ

が
､

こ

の

点

を

な
に

か

学
問
的
に

共

有
さ

れ

た

主
張
や

学
派

の

よ

う
な

も
の

と

し
て

把
え

る

こ

と

ほ
､

ほ

と

ん

ど
で

き
な
い

と

思
う

｡

お

そ

ら

く
､

右
の

三

人
に

か

ぎ
っ

て

も
､

私
た

ち
は

そ

れ

ぞ

れ

異
っ

た

資
質
と

発
想
を

も
っ

て

お

り
､

研

究
者

と
し

て

自
立

し
て

ゆ
く

由
来
に

も
､

そ

れ

ぞ

れ

に

異
っ

た

諸

事
情
が

あ
っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

ま

た
､

私
た

ち
は

､

共

同
研

究
は

も

と
よ

り
､

い

っ

し
ょ

に

議

論
す
る

と
い

う
機
会
さ

え
､

き

わ

め

て

乏

し

か

っ

た

4 4
-

人
U

(

び

ろ

た

ま
さ

き

氏
と

私
と

は
､

す
こ

し
は

議

論

し

た

が
)

｡

そ

れ

に
､

い

っ

そ

う
厄

介
な
こ

と

に

は
､

｢

民

衆

思

想

史
+

は
､

あ

ら
か

じ

め

明

快
な

方

法
や

理

論
が

あ
っ

て

そ

こ

か

ら

出
発
し

た

も

の

で

は

な
い

た

め
に

､

そ

の

間
題
設
定
や

方

法
が

歴
史
学
の

既

成

の

成

果
と

ど
の

よ

う

な

関
係
に

あ
る

の

か

は

っ

き

り

し
て

い

な
い

と
い

う
こ

と

が

あ

る
｡

『

明

治

精
神

史
』

と

『

資
本

主

義

形

成

期

の

秩
序
意
識
』

た

は
､

そ

れ

ぞ

れ

の

立

易
か

ら
ユ

ニ

ー

ク

な

方

法

論
が

書
か

れ

て

い

る

が
､

い

ず
れ

も

自
分
の

探
求
過

程
を

省
み

て

整
理

し

た

も
の

で
､

歴
史
学
理

論
と

し
て

の

位
置
づ

け
に

は
､

な

お

不

明

確
な

と
こ

ろ
が

あ

る

と

思

う
｡

｢

民

衆

思

想

史
+

研

究
の

特
色
は

､

あ

ら
か

じ

め

約
束
さ

れ

た

方

法
や

理

論
を

も
た

ず
､

徒

手
空

拳
､

み

ず
か

ら
の

そ

の

時
そ

の

時
の

課
題
に

な

り

ふ

り

か

ま

わ

ず
た

ち

む
か

っ

て

い

っ

た

こ

と
に

あ
っ

た
､

と
い

っ

て

よ

い

ほ

ど

で

あ
る

｡

｢

民

衆
思

想

史
+

研

究
の

こ

う

し

た

状

況

は
､

一

方

で

は

科

学
主

義
･

法

則
主
義
が

､

他

方
で

は

実
証
主

義
が

､

そ

れ

な

り
に

洗
練
さ

れ

て

支
配
的
な

も
の

に

な
っ

て

ゆ
く

と
い

う

歴
史

学

界
の

状

況
に

な

じ

ま

ず
､

蛙
榔
の

斧
に

も

似
た

と
こ

ろ
が

あ

る
｡

公

言

す
る

か

ど

う
か

は
べ

つ

と

し
て

､

｢

民

衆
思

想

史
+

は

信
用

し
て

い

な
い

と
か

､

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

テ

ィ

ッ

ク

に

時

流
に

便
乗
し
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た

も
の

だ

と
か

思
っ

て

い

る

研

究
者
は

多
い

｡

｢

民

衆

思
想

史
+

研

究
は

､

自
分
の

主

体

的

問
題

関
心

を

大

胆
に

お

し
だ

し
て

課
題

追
求
を

し
て

ゆ

く
が

､

し

か

し

そ

れ

だ

け
に

主
観
的
で

､

理

論
や

実
証
は

素
人

っ

ぽ
い

､

つ

ま

り

学
問
的
で

な
い

と
い

う
わ

け

で

あ

る
｡

こ

う

し
て

､

今
日

で

は
､

｢

民

衆
思

想

史
+

研

究
に

た

い

し

て

は
､

歴
史
学
看
た

ち
の

あ

い

だ

に

ほ

ぼ

共

有
さ

れ

た

評
価
が

成
立

し

た

か

に

み

え
る

｡

史
実
発
掘
や

問
題
設

定
に

若
干
の

独

自
性
は

認

め
る

が
､

支
配
イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

と

の

関
連
が

追
求
さ

れ

て

い

な

い

こ

と
､

民

衆
と

は

い

い

な
が

ら

概

念
内

容
が

あ
い

ま
い

で
､

事

実
上
は

村
落
支
配
者
層
の

研

究
に

す
ぎ

ず
､

中
下

層
民

衆
の

意
識

が

追
求
さ

れ

て

い

な

い

こ

と
､

下

部
構
造
の

変
動
と

民

衆
思

想

と

の

関
連
が

一

貫
し

て

追
求
さ

れ

て

い

な
い

こ

と
､

民

衆
思
想

研

究

か

ら

現

代
の

民

主
主

義
的

変
革
へ

の

展
望
が

明

確
で

な

い

こ

と

な

ど

で

あ

る
｡

お

そ

ら

く
､

こ

れ

ほ

ど

に

重

大
で

自
明

的
な

欠

陥
が

あ

る

と

し
た

ら
､

｢

民

衆
思

想

史
+

研

究
は

す
で

に

克

服
さ

れ

た

か
､

あ

る

い

は

す

く
な

く
と

も

克
服
さ

れ

つ

く
さ

ね

ば

な

ら
な
い

も

の

で

は

な
か

ろ

う
か
｡

｢

民

衆
思

想

史
+

研

究
は

､

■
個
々

人
の

思
い

つ

き

(

と
い

っ

て

も
そ

れ

な

り

の

由

来
を

も
つ

の

だ

が
)

か

ら

出
発
し

た

催
蒋
が

■つ

よ

い

か

ら
､

研
究
者
個
人
の

直
観
や

好
み

や

も
の

の

考
え

方
が

充

分
に

客
観
化
さ

れ

な
い

ま

ま
に

そ

の

分

析
方

法
や

評
価
の

な
か

に

も

ち
こ

ま
れ

て

お

り
､

問
題

意
識
や

方

法
や

研

究
目

的
に

つ

い

て

表

現

し
ょ

う

と

す
る

ば

あ
い

に

も
､

特
殊
な

主
観
的
要
因
の

つ

よ

い

部
分

は
､

■
タ

テ

マ

エ

的
な

揚
言
か

ら
こ

ぼ

れ

お

ち

て

し

ま
っ

た

り
､

含
羞
か

ら

省
略
さ

れ

て

し

ま
っ

た

り
､

研

究
者
自
身
に

よ
っ

て

さ

え

そ

れ

ほ

ど

白
覚
さ

れ

な
い

ま

ま
に

お

わ
っ

た

り

し

や

す
い

｡

自
覚
さ

れ

た

方

法
や

学
的
体

系
よ

り

も
､

一

人
の

人

間
と

し

て

の

思
い

い

れ

や

直
観
か

ら

明

瞭
に

は

区

別
し

が

た

い

史
眼
の

よ

う
な

も

の

の

占
め

る

割
合
が

大
き

い

と

も
い

え

る
｡

そ

こ

で
､

｢

民

衆

思

想

史
+

研

究
の

こ

う
し
た

性
椅
か

ら

す
れ

ば
､

右
に

の

ぺ

た

批

評
や

疑
惑
は

か

な

り

よ

く

当
っ

て

い

る

こ

と

に

な
る

の

だ

が
､

し

か

し

ま
た

､

そ

こ

に

は
､

ほ

と
ん

ど

自
明

的
な

欠

陥
や

限

界
を

指

摘
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

既
成

的
な

学
問
体

系
か

ら
の

逸
脱
を

戒

め

る

と
い

う
口

吻
が

な

く

は

な
い

｡

た

し
か

に
､

マ

ル

ク

ス

主

義
歴

史
学
の

長
い

方

法
論
史
と

魂
然
た

る

体

系
性
の

ま

え

で

は
､

｢

民

ヽ

ヽ

衆
思

想

史
+

研

究
は

､

あ

ま

り
に

あ
い

ま
い

で

や

わ

だ

と

す
る

ほ

か

な
い

が
､

し
か

し
､

産
湯
と

と

も
に

赤
ん

坊
も

流
し

去
っ

て

し

ヽ

ヽ

ま
い

た

く

な
い

な

ら
ば

､

あ

い

ま
い

で

や

わ

な

も
の

の

な

か

か

ら

β

核
心

を

選

び

だ

し
､

で

き
る

だ

け

客
観
化
さ

れ

た

骨
組
を

も
っ

た

朗
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も

の
へ

と
､

私
た

ち
の

学
問
を

き

た

え
て

ゆ
か

ね

ば

な

ら
な

い
｡

こ

の

小

論
は

､

拙
著
『

日

本
の

近

代
化

と

民

衆
思

想
』

に

つ

い

て

の

諸

氏
の

批
評
に

た

い

し

て
､

私
の

方

法

的
含
意
を
よ

り

明

瞭

に

す
る

こ

と
に

よ

っ

て

い

く

ら

か

自
説
を

敷
街
し

､

よ

り

説
得
的

な

も
の

に

し

よ

う

と

す
る

努
力
の
一

部
だ

が
､

そ

の

さ

い

の

問
題

関
心

は

右
の

よ

う

な
も

の

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

批
評
さ

れ

た

論
点
の

一

つ

一

つ

に

詳
細
に

答
え

る

こ

と

を

目

的
と

し
て

い

な
い

し
､

自
説
の

正

当

性
を

単
純
尼

反

復
し
て

読
者
を

悩
ま

す

積
り

も

な
い

｡

全

体

と
し

て

の

考
え

方

や

方

法
意
識
に

と
っ

て

重

要
だ

と

思

う
論
点
の

い

く
つ

か

を
､

わ

ず
か

で

も

掘
り
さ

げ
る

方

向
で

考

え

て

ゆ

き
た

い
｡

二

こ

の

小

論
で

は
､

拙
著
第

〓
早

と

第
二

章
､

と

く
に

第
一

章
の

い

わ

ゆ

る

｢

通

俗

道
徳
+

の

問
題
を

と

り

あ

げ
よ

う
｡

拙
著
に

い

う

｢

通

俗
道
徳
+

が
､

近

世
か

ら

近

代
へ

か

け
て

の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

民

衆
思
想
の

展
開
を

考
え

る

う
え

で
､

あ

る

程
度
の

重

要
性
を

も

っ

て

い

る

こ

と
は

､

大

部

分
の

評
者
が

承

認

し
て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

も

ち

ろ

ん
､

そ

の

ば

あ

い

で

も
､

｢

通

俗
道
徳
+

の

安
当

範

囲
や

に

な
い

手
や

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

機
能
な

ど
に

つ

い

て

の

手
き

び

し
い

批
判
が

あ

る

が
､

維
新

変
革
を

は

さ

む

日

本
の

近

代
化
過

程

跳

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の

特

質
を

見
通

す
さ

い

に
､

拙
論
の

視

角
に

あ
る

程
度
の

有
効
性

を

承

認

し
ょ

う
と

す
る

評
者
は

少

な

く

な
い

｡

し

か

し
､

評
者
の

な
か

に

は
､

布
川

清
司

氏
の

よ

う
に

､

拙
論
の

立

場
を

一

貫
し
て

痛
烈
に

批

判
し
て

き

た

人
も
い

る
｡

そ

こ

で

ま

ず
､

布
川

氏
の

批

(

1
)

判
を

と

り

あ

げ
て

み

ょ

う
｡

布
川

氏
は

､

そ

の

批
判
を

三

点
に

分

け
て

い

る
｡

①
｢

近

世

中

後
期
以

降
､

日

本
中
の

一

般
民

衆
が

す
べ

て

通

俗

道
徳
を

目

的
的
に

実
践
し
た
+

と

し
､

こ

う
し

た

思

想

撰
型

だ

け
で

近

世
中
後
期
の

民

康
思

想

を

と

ら
え

る

の

は
､

根
本

的
な

事
実
誤
認
で

あ
る

｡

こ

う
し
た

誤
っ

た

結
論
を

導
き

だ

し
た

最
大
の

原
因
は

､

安
丸
が

思

想

史
料
の

時
代
差

･

地

域

差
･

階
層
差
に

配
慮
せ

ず
､

事
実

上

は
､

村

落

支

配
者

や

｢

頂
点

思

想

家
+

を

素
材
に

し
て

民

衆
思

想
を

検
出
し
て

し

ま
っ

た

か

ら
で

あ

る
｡

②

中

下

層

民

衆
の

思

想
は

､

｢

通

俗
道
徳
+

で

は

な

く
､

功

利

と
そ

の

た

め

の

不

服
従
の

論
理
で

あ

る
｡

彼
ら

が

｢

通

俗
道

徳
+

を

実
践
し

て

い

る

よ

う
に

見
え

る

ば

あ

い

が

ぁ
っ

て

も
､

そ

れ

は

ホ

ン

ネ

で

は

な

く
､

功
利
の

た

め

の

手

段
に

す

ぎ

な

ヽ

(U
ヽ

レ
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⑳
安

丸
は

､

｢

近

代
主

義
+

的
価
値
基
準
に

ま

だ

ふ

か

く

と

ら

わ

れ

て

お

り
､

そ

の

た

め

に

民

衆
の

｢

功
利
性

･

自
己

本

位

性
+

｢

エ

ゴ

イ

ズ

ム

+

に

積
極
的
な

評
価
を

あ

た

え

る

こ

と

が

で

き

ず
､

｢

禁
欲
型
+

の

人

間
像
の

方

が

｢

開

放

型
+

の

人

間
像
よ

り

も

価
値
が

高
く

役
割
も

大
き
い

と
い

う

偏
見
に

と

ら

わ

れ

て

い

る
｡

周

知
の

よ

う
に

､

布
川

氏
は

魔

大
な

地

方

文

書
を

駆
使
し
て

四

冊

の

著
作
を

刊
行
し
て

お

り
､

そ

こ

で

は

近

世

民

衆
の

(

倫
理
)

思

想
ほ

､

功
利
性

･

白
己

本
位
性

･

不

服
従
な

ど
と

総
括
的
に

規
定

さ

れ

て

い

る
｡

右
の

批

評
は

､

こ

う

し
て

得
ら
れ

た

氏
の

結
論
を

わ

ず
か

五

〇

頁
ほ

ど
の

拙
著
第

二
早

に

対

置
し
た

も
の

で

あ

り
､

三

点
に

分

け

ら

れ

て

ほ

い

る

が
､

お

な

じ

主
張
を

や

や

観
点
を

変

え

て

く

り

返
し

た

も
の

と
い

え

る
｡

批
評
の

方

法
と

し
て

は
､

拙

著
の

問
題
設

定
や

方

法
の

国

有
性
を

内

在
的
に

理

解

す
る

手

続
き

な

し
に

､

自
分
が

苦
心

し
て

到
達
し

た

結
論
を

機
械
的
に

拙
著
に

対

置
さ

せ

て
一

気
に

書
き

あ

げ
た

も
の

で

あ

る

た

め
に

､

私
か

ら

す

れ

ば
､

外

在
的
で

同

情
に

欠

け

た

も
の

と
い

う
こ

と

に

な
る

｡

氏
の

批
判
の

う

ち
､

私
は

さ

し

あ

た

り

①
を

と
り

あ

げ
る

が
､

私
の

答
え

は
､

｢

近
世

中
後

期
以

降
､

日

本
中
の

一

般
民

衆
が

す

べ

て

通

俗
道
徳
を

目

的
的
に

実
践
し

た

と
い

う
結
論
+

ほ

私
の

も

の

で

は

な

く
､

｢

通

俗
道
徳
+

だ

け
が

民

衆
の

現
実
の

意

識
だ

と

す
る

考
え

は

は

じ

め

か

ら

な
か

っ

た
､

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

点
は

､

ま

ず
第

一

に
､

私

は

私
な

り

に

時
代

性
と

階
層
性
と

に

配
慮
し
て

､

｢

通

俗
道
徳
+

の

自
覚
的

な

実
践
は

享
保

期
に

三

番

や

そ

の

周

辺
の

比

較
的
に

ゆ

た

か

な

商
家
な

ど

を

社
会
的
基
盤
と

し

て

は

じ

ま
っ

た

も

の

で

あ

り
､

十

八

世

紀
末
以

降
に

窮
乏

し
た

虔
村
で

村
落
支

配
者
層
を

主

導
層
と

し
て

よ

り
び

ろ
い

範
囲
で

展

開
し

､

明
治
二

十

年
代
以

降
に

底
辺

部
の

民

衆
ま
で

ま

き
こ

ん

だ

と

し
て

お

り
､

｢

通

俗
道
徳
+

が

圧

倒
的
多
数
の

民

衆
の

精

神

を

呪

縛
す
る

の

は

明

治
中

期
以

降
だ

と
い

う

見
通

し
に

た

っ

て

立

論

し
て

い

る

こ

と

か

ら

し
て

も
､

自
明
だ

と

思
う

｡

だ

が
､

第
二

に
､

方

法
的
に

み

て

よ

り

根
本
的
な

誤

解
だ

と

思
う
の

は
､

私
が

｢

通

俗
道
徳
+

を

規
範

･

当

為
･

社

会

的
通

念
な

ど

と

し
て

と

ら

え

て

い

る

こ

と

を
､

布
川

氏
は

ま
っ

た

く

無
視
し
て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

点
は

､

拙
著
第

三
早

の

書
き

だ

し
の

部
分
で

も

あ

ら

か

じ

め

指
摘
し
て

い

る

こ

と

で

あ
っ

て
､

そ

こ

に

は

た

と

え

ば
､

｢

こ

う

し
た

通

俗
道
徳
が

､

つ

ね

に

き
び

し

く

実
践
づ

れ

て
■い

た

の

で

は

な
い
+

､

と
い

う
よ

う
な

言
葉
も

記
し
て

あ
る

｡

布
川

氏
や

高

木

(

2
)

俊
輔
氏
は

､

｢

通

俗
道

徳
+

論
は

民

衆
の

現

実
意
識
を

概

括

し

た

も
の

と

考
え
る

の

だ

が
､

そ

れ

が

規
範
で

あ
る

と

ほ
､

反

規
範
的

脚

』
山

】
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な

意
識
状
況

を

念
頭
に

お

い

て

の

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い
｡

反

｢

通

俗
道
徳
+

的
な

馨
り

や

遊
惰
へ

の

願
望
が

､

商
品

経

済
の

浸

透
や

旧

来
の

共

同

体

的
生

活

規
制
の

弛

緩
の

な
か
■
で

勢
い

を

ま

し

て

き
た

と

き
､

｢

家
+

や

｢

村
+

の

生

活

を

こ

う

し
た

動

向

に

対

抗
し
て

再
編
成

す
る

論
理

と

し
て

｢

通

俗
道
徳
+

へ

む

け
て

の

自

己

鍛
練
が

試
み

ら

れ

る

の

だ

か

ら
､

そ

の

基
盤
に

あ
る

の

は
､

目

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

前
の

利
得
や

楽
し

み

を

求
め
て

い

る

は

る

か

に

魔

大

な

現

実
意
識

で

あ

り
､

｢

通

俗
道
徳
+

は
､

こ

う
し
た

現

実
の

意
識

状

況

に

む

け

ら

れ

た
､

さ

し

あ
た

っ

て

は

少

数
者
の

挑

戦
で

あ
る

｡

た

っ

た
一

人
の

人

間
や

一

つ

の

小

さ

な

集
団

を

と

う
ぁ

げ
て

も
､

人

間
の

意
識
は

多
層
的

･

多
元

的
で

あ

り
､

ほ

と

ん

ど

無
限
に

復

姓
な

も
の

だ

と

す
る

ほ

か

な
い
｡

し
か

し
､

こ

の

多
層
的

･

多
元

的
な

意
識
状

況
に

も

特
有
の

構
造

や

秩
序
が

あ
る

の

で

あ

り
､

私

た

ち
が

有

効
な

分

析
視
角
を

設

定
し
た

と
き

に
､

そ

の

特
有
の

構

造
や

秩
序
が

見
え

て

く
る

の

で

あ
る

｡

｢

通

俗

道

徳
+

論

は
､

さ

ま
ざ

ま
の

欲

求
や

願
望

や

信
仰
な

ど
が

か

ら

み

あ
っ

て

い

る

現

実

の

意
識
状

況
の

複
鹿
さ

を

単
純
化

す
る

た

め
の

も
の

で

は

な

く
､

た

だ

こ

う

し

た

現

実
の

意
識
状
況
が

構
造
化

さ

れ

秩
序
づ

け

ら
れ

て

ゆ

く

特
有
の

あ

り

方
を

問
題
に

す
る

も
の

で

あ
る

｡

と

り

わ

け
､

よ

り

歴
史
紛
な

状
況

論
と

し

て

ほ
､

商
品

凝

滞
が

進
展
し

社

会
的

動
揺
が

ふ

か

ま

る

と

き
､

人

這
は

目

前
の

利
得
や

楽
し

み

の

機

細

会
が

ふ

え
､

そ

の

意
味
で

は

人
々

は

旧
い

規
範
を

破
っ

て

多
様
な

欲
求
を

も
っ

た

よ

り

個
別

的
な

主

体
と

し

て

登

場
せ

ざ
る

を

え

な

い

こ

と
､

し

か

し
､

人
々

が

才
覚
や

寄
蕃
や

故
滑
な

ど
に

よ

っ

て

一

時
的
に

利
得
を

え
た

り
､

あ

ら
た

な

奪
移
や

遊
び

の

な
か

に

自

分
を

と

ら

え
こ

ん

で

し

ま

う
あ

た

ら

し
い

喜
び

を

見
い

だ

し

た

り

し

て

も
､

ほ

ん

の

す
こ

し

び

ろ
い

視

野
に

た
っ

て

考
え

れ

ば
､

一

時
的
な

利
得
や

喜
び

は

か

え

っ

て

没

落
と

不

幸
と
の

原
因
に

な
っ

て

ゆ

く

と
い

う
こ

と

が
､

び

ろ
い

範
囲
で

民

衆
み

ず
か

ら
の

経
験

と

な
っ

て

い

た

と

い

う
こ

と

が
､

立

論
の

前
提
に

な
っ

て

い

る
｡

そ

し
て

､

こ

う
し

た

状
況
の

も

と
で

ほ
､

眼
前
の

利
得
や

喜
び

に

ぅ

ち

ま
か

さ

れ

ず
に

､

み

ず
か

ら

と

｢

家
+

や

｢

村
+

の

繁
栄

･

永

続
に

ふ

さ

わ

し

く
､

み

ず
か

ら
の

生

を
一

つ

の

首
尾

一

貫
し
た

生

き

方
と

し

て

編
成

す
る

様
式
が

必

要
だ

と

意
識
さ

れ

て

ゆ

く
の

だ

が
､

｢

通

俗
道
徳
+

と

は
､

こ

う

し
た

生
の

場
で

の

様

式
の

こ

と

で

あ

る
｡

私
が

主

張
し
た

の

は
､

日

本

社

会
が

近

代
化

し
て

ゆ

く
あ

る

特
定
の

歴
史
的
時
代
に

お

い

て
､

民

衆
的
な

次

元
で

あ

る

特
有
の

生

き

方

=

生

を

編
成

す
る

様
式
と

し
て

首
尾

一

貫
し

た

説

得
性
と

有
効
性
と
を

も
つ

こ

と

が

で

き

た

も
の

は

た

だ
一

つ

し
か

な

か
っ

た

と
い

う
こ

と

で

あ

り
､

ま

た

そ

こ

に

ほ

す
る

ど
い

緊
張
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が

は

ら
ま

れ

て

い

て
､

そ

の

ゆ

え
に

魔

大
な

人

間
的
エ

ネ

ル

ギ

ー

が

噴
出
す
る

こ

と

に

な
っ

た

の

だ

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

そ

の

さ

い
､

さ

ま

ざ

ま
な

欲

求
や

願
望

や

カ

タ

ル

シ

ス

な

ど
が

､

こ

う

し

た

生

き

方

と

葛
藤
し

緊
張
し

あ
い

な
が

ら

存
在
し
て

い

た

こ

と

は
､

む

し

ろ
そ

の

立

論
の

前
捉
な
の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
に

考
え

る

と
､

｢

通

俗
道
徳
+

型
と

布
川

氏
の

い

う

自
己

本
位
型
の

ど

ち

ら
が

量
的
に

多
か

っ

た

の

か

と
い

う

設
問
は

､

あ

ま

り

意
味
が

な
い

こ

と

に

な

る
｡

｢

通

俗
道

徳
+

型

も

自

分

の

利
益
を

め

ざ

し
て

い

る

と

も
い

え

る

の

だ

が
､

そ

れ

は

た

だ

目

前

の

利
得
や

欲

望
に

と

ら
わ

れ

て

は

な

ら

な
い

と

し
て

､

自
分
の

な

か

の

二

元

的
な

緊
張
し
た

意
識
を

生

き
て

い

る

の

で

あ

る
｡

現

実

の

意
識
状
況
と

し
て

ほ
､

｢

通

俗
道
徳
+

も

布
川

氏
の

い

う

自

己

本
位
や
エ

ゴ

イ

ズ

ム

も
､

個
々

人
の

な

か

に

葛
藤
し

交
錯
し
あ

っ

た

ま

ま

共

存
し
て

い

る

こ

と

に

な

ろ
う

｡

そ

し
て

､

じ
つ

さ
い

問

題
と
し

て

は
､

｢

通

俗

道
徳
+

に

徹
し

き
っ

た

も

の

も
､

目

前
の

利
益
や

欲

望
だ

け

を

び

た

す

ら
に

追
求
し

た

も
の

も
､

お

そ

ら

く

は

極
端
な

少

数
派
だ
っ

た

ろ

う
｡

な
ぜ

｢

通

俗
道

徳
+

に

徹
す
る

こ

と
が

で

き
な
い

の

か
｡

そ

れ

は
､

人
々

は

商
品

交
換
や

年
貢
納

入

な

ど
の

現
実
の

経
済
関
係
の

場
で

､

商
品
や

財
貨
の

所
有
者
と

し
て

他
人

と

む

き
あ

い
､

そ

こ

で

ほ

人
々

ほ

商
品
や

財
貨
の

所

有

主

体
=

エ

ゴ

イ

ス

ト

と

し
て

人

格
化
さ

れ

て

登

場
す
る

か

ら

で

あ

る
｡

た

と

え

ば
､

梅
岩
門

下
の

商
家
の

旦

那
衆
に

と
っ

て
､

日

常

の

経
済
活

動
の

一

つ

一

つ

の

局

面
は

､

こ

う
し

た

利
害
の

せ

め
ぎ

あ
い

か

ら

な

り

た
っ

て

い

た

に

ち
が

い

な
い

｡

と
こ

ろ
が

､

梅
岩

だ

け
は

､

門

弟
た

ち

か

ら

贈
ら
れ

た

生

活
の

資
に

よ

っ

て

生

き
て

い

る

の

だ

か

ら
､

誰
か

と

死

活
ノ
を

賭
し

て

利
害
を

争
う

必

要
が

な

い

た

め

に
､

模
範
的
に

道
徳
的
な

生

活
態
度
を
つ

ら
ぬ

く
こ

と
が

で

き
る

わ

け
で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て
､

｢

通

俗
道

徳
+

に

完
全

に

徹
し

う
る

の

は
､

梅
岩
や

民

衆
宗
教
の

教
祖
の

よ

う
な

極
端
な

少

数
者
な
の

だ

が
､

彼
ら

は

信
奉
者
た

ち
の

お

か

げ
で

経

済
的
な

世

俗
生

活
の

外
に

で

て

い

る

特
殊
な

人

間
だ

か

ら
､

そ

の

よ

う
に

生

き

う
る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

で
､

布

川

氏
の

立

論
を

さ

さ

え
て

い

る

の

は
､

び

ろ
い

意

味
で

の

争
論
の

史
料
だ

と
い

う
こ

と
に

も

留
意
し

て

お

き

た

い
｡

布
川

氏
が

鬼

大

な

地

方

文

書
を

思
想

史
の

文

献
と

し
て

読
み

な

お

し
､

私

た

ち
に

豊
富
な

素
材
を

提
示

し
､

思
想

史
研

究
の

視
野
を

拡
大
し

た

こ

と

は
､

高
く

評
価
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

し

か

し
､

ひ

ろ
い

意
味
で

の

争
論
史
料
が

､

地

方
文

書
と

し
て

残
さ

れ

や

す

い

性
格
を

も
つ

こ

と

は

自
明
で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

､

争
論
と

は
､

0
)

抽
象
的
に

い

え

ば
､

さ

ま

ざ

ま
の

手
段
を
つ

く

し
て

み

ず
か

ら
の

誕
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利
益

を

主

張
す
る

こ

と
に

ほ

か

な

ら

な
い

か

ら
､

そ

こ

か

ら

自
己

本
位
や

功
利
性
を

ひ

き

だ

す
の

は
､

ほ

と

ん

ど
同

義
反

復
と

も
い

え
る

｡

村
方

騒
動

･

国

訴
･

百

姓
一

揆
な

ど

に

は
､

さ

ま
ざ

ま
な

｢

自
己

本
位
+

の

主

張
の

仕
方
が

あ

ろ

う

し
､

ネ
の

具
体

的
な

あ

り

方
を

明

ら
か

に

す
る

の

は
､

民

衆
意
識
の

歴
史
的
研

究
に

と
っ

て

有
意
義
な
こ

と
で

あ

る
｡

し

か

し
､

そ

こ

か

ら
､

自
己

本

位
や

功
利
性
や

不

服
従
と
い

う

抽
象

度
の

高
す
ぎ

る
一

般
的
結
論
を

ひ

き

だ

す

と

き
､

歴
史
の

具

体

性
と

ダ

イ

ナ
､
､

､

ク

ス

と
が

飛
び

こ

え

ら

れ

て

し

ま

う
｡

布
川

氏
は

､

国
訴
や

村
方

騒

動
と
い

う
特
定
の

限

定
さ

れ

た

次
元

を

と

り

あ

げ
な

が

ら
､

そ

こ

か

ら
た

だ

ち
に

よ

り
一

般
的

本

質
的
規
定
と
し

て

の

自
己

本
位
や

功
利
性
の

抽
出
へ

と

移
っ

て

し

ま

う
の

だ

が
､

国
訴
や

村
方

騒

動
で

｢

自
己

本
位
+

で

あ

る

農
民
が

､

日

常
生

活

者
と

し
て

は

｢

通

俗
道

徳
+

的
だ

と

し
て

も
､

な
ん

の

不

思

議
も

な
い

(

む

し

ろ

自
然
な
こ

と
で

あ

ろ

ぅ
)

｡

宮
城
公

子

氏
も

､

近

世

後
期
の

畿
内
の

村
方

騒

動
と

国

訴

の

争
論
史
料
か

ら

｢

小

商
品

生

産
者
+

の

論
理

を

抽

出
し

､

｢

通

俗
道

徳
+

論
は

畿
内

先

進
地

帯
に

は

あ

て

は

ま

ら

な
い

と

し

て

い

(

3
)

る

が
､

お

な

じ

理

由
で

論
証
の

次

元
が

納
得
で

き
な
い

｡

そ

れ

に
､

氏
の

主

要
な

関
心

対

象
で

あ

る

は

ず
の

大

塩

中

斎

門

下
の

豪
農
た

ち
の

こ

と

を

考
え

た

だ

け
で

も
､

そ

の

思

想

性
の

核

心

部

分

を

｢

商
品

価
値
の

荷
い

手
と

し
て

の

対

等
+

性
と

か
､

｢

数

量

的

合

純

理

的
思

考
+

､

｢

形
式
的

平
等
へ

の

志
向
+

な

ど

と

概
括
し

う
る

も

の

で

な
い

こ

と
は

明
ら

か

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

布
川

氏

と

私
は

､

結
論
か

ら

す

れ

ば
ほ

ぼ

正

反
対
の

主
張
を

し

て

お

り
､

お

た

が

い

の

結
論
だ

け

を
つ

き
あ

わ

せ

た

ば

あ

い

に

は
､

ぬ

き
さ

し

な

ら

な
い

対

立

面
だ

け
が

目
だ

つ
｡

し
か

し
､

じ
つ

さ

い

の

と
こ

ろ

は
､

ど

ち

ら

も

特
定
の

視
座
を

設

定
し

特
有
の

素
材

を

分

析
し
て

い

る

の

だ

か

ら
､

そ

れ

ぞ

れ

の

視
座

･

素
材

･

方

法

の

固
有
性
を
ふ

ま
え

た

よ

り

ひ

ろ
い

視
野
に

た

っ

て

そ

れ

ぞ

れ

の

研

究
を

位
置
づ

け
て

み

れ

ば
､

単
純
に

対

立
し

あ
っ

て

い

る

と
い

ぅ

よ

り

も
､

む

し

ろ

そ

の

内

実
で

は

補
い

あ
い

さ

さ

え

あ
っ

て

い

る

可

能
性
も

あ

る
｡

い

や
､

す

く
な

く
と

も

私
は

､

布
川

氏
の

成

果
を

う

け

と

め
る

こ

と
で

､

■
自
分
の

主

張
が

生
か

さ

れ

て

ゆ

く
も

の

だ

と

考
え

て

い

る
｡

歴
史
の

全
体

性
を

構
造

化
し

て

と

ら

え

る

眼

を

も
つ

な

ら
､

自
分
の

視
座

･

素
材

･

方

法
な

ど

が

い

か

に

特

殊
的
な

も
の

で

あ

る

か

と
い

う
こ

と

も

自
覚
さ

れ

る

は

ず
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

歴
史
に

た
い

す
る

あ

ら
た

な

穿
掘

カ
は

､

こ

う
し
た

特

殊
的
な

立

場
設

定
=

研

究
戦
略
な

し

に

は

あ

り

え

な
い

だ

ろ

う
｡

三
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｢

通

俗
道
徳
+

論
の

有
効
性
を

あ

る

程
度
承
認
し

ょ

う

と

す

る

評
者
た

ち
も

､

そ

の

有
効
性
の

範
囲
や

程
度
に

つ

い

て

は

も
っ

と

厳
密
に

限

定

す
る

よ

う
に

求
め
て

い

る
｡

と

り
わ

け
一

様
に

と

り

あ

げ

ら
れ

て

い

る

の

は

｢

通

俗
道
徳
+

の

に

な

い

手
の

階

層
性
の

問
題
で

､

｢

湿

湯
が

ち
が

え

ば

思

想
も

か

わ

る
+

(

布
川

氏
)

と
い

う
歴
史
学
の

大
前
提
を

､

安
丸
は

ど

う
し
て

あ

の

よ

う
に

易
々

と

無
視
し
て

し

ま

う
の

だ

ろ

う
か

､

と
い

う
わ

け
で

あ

ろ

う
｡

こ

の

点
に

つ

い

て

の

諸

氏
の

批
判
は

､

｢

通

俗
道

徳
+

の

に

な

い

手

ほ

村
落
支

配
者
層
(

豪
農
層
)

で

あ
り

､

私
の

挙
例
も

大
部
分
が

そ

の

階
層
の

も
の

か

そ

の

イ

デ

オ

ロ

ー

グ

と

見
な

さ

れ

る

ぺ

き

も
の

だ

と
い

う
こ

と
､

中
下

層
の

民

衆
の

思

想
な
い

し

意
識
は

｢

通

俗

道
徳
+

と
は

異
な

る

は

ず
だ

と

す
る

点
な

ど
で

､

ほ

ぼ
一

致
し
て

い

る
｡

だ

が
､

こ

れ

か

ら

さ

き

は

見
解
と

強

調

点
が

分
れ

て

お

り
､

｢

通

俗
道
徳
+

を

村
落
支

配

者
層
の

思

想
に

限

定
し

た

う
え

で

そ

の

有
効
性
を

認
め
よ

う
と

す
る

も
の

､

中
間
地

帯
や

後
進
地

帯
の

村
落
支

配
者
層
に

限

定
し

ょ

う
と

す
る

も

の
､

｢

通

俗

道

徳
+

の

階
級
的
イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

と

し
て

の

性
格
を

強
調

す
る

も

の

な

ど
が

あ

る
｡

そ

し

て
､

中
下

層
民

衆
の

意
識
に

つ

い

て

は
､

布
川

氏
の

よ

う
に

｢

自
己

本

位
性
+

｢

開
放
型
+

と

す
る

ば

あ

い

や
､

深

谷

(

4
)

(

5
)

克
己

氏
･

滞
飼
隆
明

氏
の

よ

う
に

､

村
落
支

配
者
層
の

そ

れ

と

は

異
質
な

｢

平
民

的
･

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

的
禁
欲
主

義
+

を

重

ん

ず
る

ば

あ

い

な

ど

が

あ

る
｡

｢

通

俗
道
徳
+

を

白

覚
的
に

と

ら
え

､

そ

う

し

た

意
識
形
態
に

ょ

る

思

想

形
成

･

自
己

形
成

を

主

導
し

た

の

が

村

落

支

配

者

眉

(

都
市
で

は

商
家
の

主

人

な

ど
)

や

そ

の

イ

デ

オ
ロ

ー

グ

で

あ
っ

た

こ

と

に

つ

い

て

ほ
､

私
に

も

異
論
が

な
い

｡

拙

著
第

一

篇
第

一

草
と

第
二

草
は

､

こ

う
し

た

階
層
を

主

導
層
と

し

た

日

常
的
な

生

活
の

瘍
で

の

思
想

形
成

を

主

題
的
に

と

り

あ

げ
て

お

り
､

第
二

篇

は
､

よ

り

下

層
の

一

般
民

衆
の

非
日

常
的
な

闘
争
の

場
で

の

意
識

形
成
を

主

題
的
に

と

り

あ

げ
て

お

り
､

第
一

篇
第
三

章
は

､

こ

の

二

つ

の

主

題
を

疾
介
す
る

位

置
に

あ

る

と
い

っ

て

も
､

大

建
把
に

■

は

誤
っ

て

い

な
い

｡

し
か

し
､

そ

の

こ

と

か

ら
､

｢

通

俗

道

徳
+

論
を

村
落
支

配
者
層
と
い

う

特
定
の

階
層
に

限
定

し
､

さ

ら
に

時

期
や

地

域
に

つ

い

て

も

よ

り

限

定

的
に

考
え

よ

う
と

す
る

な

ら
､

私
の

立

論
の

主

旨
と

そ

こ

に

は

ら

ま
れ

て

い

た

か

も

し

れ

な
い

歴

史
的
な

洞
察
力
ヘ

の

可

能
性
の

大
部
分
は

失

わ

れ

て

し

ま

う
だ

ろ

>

フ
0

私
の

考
え

方

を

明

ら

か

に

す
る

た

め

に
､

こ

こ

で

は

深
谷

氏
と

猪
飼
氏
が

提
出
し
て

い

る

批

判
点
の

一

つ

を

と

り

あ

げ

よ

う
｡

そ

一

′
エ

れ

ほ
､

｢

通

俗
道
徳
+

を

豪
農
商
層
か

ら
の

ち
の

地

主
･

資

本

家

郎
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な

ど
に

つ

ら

な
る

階
層
の

｢

禁
欲
+

に

限

定
し
て

と

ら

え
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

『

ド

イ

ツ

農
民

戦
争
』

に

依
拠
し

て
､

｢

社

会
の

も
っ

と

も

下
づ

み

の

層
が

運

動
に

う
つ

る

た

め
に

は

ど

う
し
て

も

経
過

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

必

然
的
な

段

階
+

と

し
て

の

｢

平
民

的
･

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

的

禁
欲
主

義
+

と
い

う
ぺ

つ

の

｢

禁
欲

主

義
+

を

措
定
し

､

二

つ

の

｢

禁
欲
主

義
+

を

原
理

的
に

区

別

し
ょ

う
と

す

る

も
の

で

あ

る
｡

エ

ン

ゲ

ル

ス

は
､

こ

の

｢

平
民

的
･

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

的

禁
欲

主

義
+

ほ
､

ピ

ュ

ー

リ

タ
ニ

ズ

ム

な

ど
の

｢

ブ

ル

ジ

ョ

ア

的

禁
欲
主
義
+

と

｢

ま
っ

た

く

ち
が

う
+

と
し

て

お

り
､

こ

の

指
摘
が

両

氏
の

論
拠
に

な
っ

て

い

る
｡

両

氏
の

批
判
が

､

エ

ン

ゲ

ル

ス

が

0

0

と

い

っ

て

い

る

か

ら

日

本
で

も

0

0
の

は

ず
だ

と
い

う

論
理
で

な

さ

れ

て

お

り
､

中

下

層

民

衆
の

意
識
内
容
に

具
体

的
に

た

ち
い

っ

た

も

の

で

な

い

こ

と
､

マ

ル

ク

ス

主
義
の

古
典
に

む

き

あ

う

態

度
が

私
と
は

異
な
っ

て

い

る

こ

と
は

､

こ

こ

で

は

論
外
と

し
よ

う
｡

そ

れ

よ

り

も
､

エ

ン

ゲ

ル

■ス
の

指
摘
は

､

農
民

蜂
起
に

さ

い

し
て

登

場
し

た

予

言
す

る

指

導

者
の

言

葉
に

関
し

て

い

わ

れ

た

も
の

で

あ

る

こ

と

に
､

こ

こ

で

は

留
意
し
て

お

き

た

い
｡

そ

の

こ

と

を

猪
飼
氏
は

､

｢

彼

ら

の

階

級
的
結
集

､

民

主

主

義
的

運

動
､

あ
る

い

は

民

主

主

義
の

実
現
の

過

程
で

そ

れ

に

付

随
し
て

発
生

す
る

歴
史
的
属
性
+

だ

と

敢
行
し

て

い

る

が
､

こ

れ

ほ
､

私
に

と
っ

て

は
､

抽
象
的
に

す

ぎ

る

説
明

湖

で

あ
る

｡

｢

民

主

主

義
的
運

動
+

が

展
開
す

る

と

き
､

な

ぜ
､

ど

の

よ

う
に

､

｢

禁
欲

主

義
+

が

｢

付

随
し
て

発
生

す

る
+

と

い

う

の

だ

ろ

う
か

｡

こ

の

点
を

た

と

え

ば
､

｢

闘

争
を

よ

り
シ

ダ
イ

ア

な

も
の

に

す
る
+

た

め

に

必

要
だ

っ

た

の

だ

な

ど

と

説
明

す
る

と

す

れ

ば
､

そ

れ

は
､

意
識
が

自
由
に

選
ぶ

こ

と

の

で

き

な
い

必

然

性
を

も
っ

て

い

る

こ

と
へ

の

洞
察
を

欠
い

た
､

便
宜
的
に

す

ぎ
る

機
能

論
に

お

ち
い

る

こ

と
に

な

ろ

う

(

エ

ン

ゲ

ル

ス

の

記
述
も

､

こ

の

部
分
だ

け
を

と

り

あ

げ
る

と
､

闘
争
の

た

め
に

必

要
だ
っ

た

か

ら

と
い

う
主

旨
の

便
宜
的
な

も
の

に

な

り

す
ぎ
て

い

る

よ

う
に

､

私
に

ほ

思
え

る
)

｡

こ

う
し
た

｢

禁
欲
主

義
+

ほ
､

民

主

主

義

運

動
一

般
の

属
性
な

ど

と
い

う
も
の

で

は
な

く
､

た

と

え

ば

中
世

末

期
に

典
型

的
に

発
展
す

る

大

衆
的
な

蜂
起
に

特

有
の

も
の

で

あ

り
､

と

り
わ

け
､

エ

ン

ゲ

ル

ス

が

そ

こ

で

と
り

あ

げ
て

い

る
ハ

ン

ス

･

ペ

ー
ハ

イ

ム

の

よ

う
に

､

蜂
起
す
る

民

衆
に

む

か
っ

て

悔
い

あ

ら

た

め

と

快
楽
の

放
棄
と

を

は

げ
し

く

要
求
す
る

宗
教
的
予

言
者
に

特
徴
的
な

も

の

で

あ

る
｡

こ

う
し

た

性

椅
の

蜂

起
の

｢

禁

欲

主

義
+

に

つ

い

て
､

私
が

無
関
心
だ

と
か

識
別

能
力
を

も

た

ぬ

と

か

す
る

な

ら
､

そ

れ

は
､

拙
著
第
二

篇
(

お

よ

び

そ

の

よ

り

未
完
成

な
か

た

ち

と

し
て

の

『

民

衆
運

動
の

思
想
』

解
説
)

を

ほ

と
ん

ど
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無
視
す
る

こ

と
に

な

ろ

う
｡

ド

イ
ツ

貴
民

戦
争
や

太

平
天
国
の

よ

う
な

大

蜂
起
に

さ

い

し
て

､

蜂
起
し

た

集
団
の

な
か

に

は

げ

し
い

｢

禁
欲

主

義
+

的

規
律
の

高
揚
が

み

ら
れ

る

こ

と
､

日

本
の

百

姓

一

揆
に

つ

い

て

も
､

や

ほ

り

蜂
起
の

｢

禁
欲
主

義
+

が

萌
芽
的
に

し

ろ

存
在
し

た

こ

と
に

つ

い

て

は
､

私

自
身
な

ん

の

疑
問
も

な
い

｡

し
か

し
､

拙
著
第

一

辛
が

問
題
に

し

て

い

る

の

は
､

日

常
生

活
を

人
々

が

生
き

ぬ

い

て

ゆ

く

方

法
と

し
て

の

｢

禁
欲
主

義
+

な
の

だ

か

ら
､

両

氏
の

援
用
す
る

エ

ン

ゲ
ル

ス

の

指
摘
と

は
､

次

元

を

異

に

し
て

い

る

と

考
え
る

ほ

か

な

い
｡

拙
著
第

一

章
の

方

法

的

特
徴
は

､

梅
岩
な

ど
の

よ

う
な

民

衆
的

思
想

運

動
の

指
導
者
の

思

想

形
成
や

論
理

構
造

を

お

さ

え
て

､

そ

ヽ

ヽ

こ

か

ら
､

広
汎
な

民

衆
の

思

想

形
成
の

方

向
を

展
望
し

ょ

う

と

し

た

こ

と

に

あ

る
｡

そ

の

ば
あ

い
､

梅
岩
な

ど

の

思
想

形
成

や

そ

れ

を
さ

さ

え
る

論
理

構
造

や

人

間
像
な

ど
の

分

析
に

お

い

て

は
､

あ

る

程
度
ま
で

説
得
力
を

も

ち

え

た

の

で

あ

る

が
､

こ

う

し

た

思

想

形
成
の

前
提
で

も

あ

り

そ

れ

を

と

り

囲
ん

で

も
い

る

広
汎
な

一

般

民

衆
の

現

実
の

意
識
状
況
に

つ

い

て

は
､

ほ

と

ん

ど

触
れ

て

い

な

い
｡

こ

の

間
題
に

つ

い

て

と

り

あ

げ
て

い

る

の

は
､

た

だ
一

点

-

-
つ

ま

り
､

バ

ク

チ
･

飲
酒

･

芝
居

･

祭
り
な

ど
の

ハ

レ

的
香
移

的
な

領
域
が

し

だ

い

に

膨
脹

す
る

と
い

う
こ

と

で

あ

り
､

｢

通

俗

道
徳
+

は
､

こ

う
し
た

傾
向

に

対

抗
す
る

｢

禁
欲
+

型
の

思

想

形

成
と

さ

れ

て

い

る
｡

そ

し
て

､

ハ

レ

的
世

界
の

膨
脹
を
さ

さ

え

る

の

は
､

た

と

え
ば

若
者
組
な

ど
に

結
集
し
た

一

般
民

衆
で

あ

り
､

そ

れ

に

対

抗
し
て

芝
居

･

祭
り
･

若
者
観
な

ど
を

取
締
る

の

は

村

落
支

配
者
層
な
の

だ

か

ら
､

そ

の

よ

う
な

意
味
で

は
､

｢

通

俗

道

徳
+

を

め

ぐ
る

階
級
関
係
は

､

拙

著
で

は

む
し

ろ
重

要
な

関
心

事

と

な
っ

て

お

り
､

ハ

レ

的
な

世

界
を

抑
圧

し
て

村
落
支
配
者
層
が

村
の

秩
序
を

再

掌
握
し

て

ゆ

く

も
の

と

し
て

､

近

代
日

本
の

農
村

秩
序
を

展
望

し
て

い

る

わ

け
で

あ

る
｡

つ

ま

り

私
は

､

広
汎
な

民

衆
の

現

実
の

意
識
状
況
に

つ

い

て

考
え
る

さ

い

に
､

主
と

し
て

民

俗
学
の

成

果
を

借
用
し

て
､

ハ

レ

的
領
域
の

膨
脹
と

し

て

の

み

と

ら

え
､

し

た

が

っ

て

ま
た

一

般
溌

衆
の

意
識
状

況
を

ほ

と

ん

ど

も

っ

ぱ

ら

｢

通

俗
道
徳
+

に

対

抗
的

な

も
の

と

し
て

把
握
し

た

の

で

あ

る
｡

だ

が
､

い

ま
か

ら

考
え

る

と
､

こ

れ

は

大

き

な

誤
り
で

あ

っ

た

し
､

私

か

ら

す
れ

ば

納
得
し

が

た

い

諸

氏
の

批

判
が

生

れ

た

の

も
､

私
の

側
の

こ

の

欠

陥

と
か

か

わ

る

と
こ

ろ
が

大
き
か

っ

た

の

で

は

な
い

か

と

思

う
｡

(

6
)

右
の

欠

陥
を

指

摘
し

た

も
の

に
､

宮
田

萱

氏
の

批
判
が

あ

る
｡

禁
欲
と

か

自
己

鍛
練
に

馴

染
ま

な
い

ま

ま
､

日

常
生

活
を

営

〔

J

む

大

部
分
の

民

衆
に

対

し
て

､

著
者
は

こ

れ

を

通

俗
道
徳
の

郎
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基
準
か

ら

は

ず
し

､

民

俗
的
世

界
へ

の

埋

没
と
い

う
こ

と
で

説
明
し

ょ

う

と

し
た

｡

た

だ

民

俗
的
慣

習
を

変
革
す
る

態
度

が

明

確
に

な
っ

た

事
例
に

よ

っ

て

の

み

通

俗
道

徳
へ

の

つ

な

が

り

を

み

ょ

う
と

し
て

い

る

か

の

よ

う
だ

｡

民

衆
思

想
が

人

間
の

無
限
の

可

能
性
を

喚
起
さ

せ

る

も

の

な

ら

ば
､

そ

の

根

に

あ

た

る

日

常
生

活
の

民

俗
的
な

あ

り

方

を
､

.
た

ん

に

マ

イ

ナ

ス

の

面
で

と

ら

え

る

こ

と
だ

け
で

ほ

済
ま

さ

れ

な
い

よ

う

に

思
え

る
｡

こ

れ

は
､

的

確
に

的
を

射
た

批

評
で

み
る

｡

拙
著
は

､

一

般
民

衆

の

意
識
を
ハ

レ

的
局

面
の

膨
脹
と

し
て

の

み

と

ら
え

た

が
､

ケ

の

局

面
で

は
､

ま
じ

め

に

よ

く

働
き

､

親
や

主

人
の

い

い

つ

け

を

ま

も

り
､

村
人

と

伸
よ

く

く

ら

す

な

ど

と
い

う

規
範
が

､

長
い

伝
統

の

な
か

に

定
着
し
て

お

り
､

｢

通

俗
道
徳
+

は
､

こ

う

し

た

日

常

規
範
と

呼
応

す
る

も
の

で

あ
っ

た

か

ら
こ

そ
､

広
汎
な

人
々

に

受

容
さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

拙
著
で

も
､

｢

通

俗
道

徳
+

型

の

諸

規

範
が

､

｢

あ

る

意
味
で

は

日

本
の

民

衆
の

伝
統
的
な

生

活

慣

習
に

ほ

か

な

ら

ず
､

そ

れ

自
体

は

す
こ

し

も

珍
し
い

も

の

で

ほ

な
か

っ

た
+

な

ど
と
い

う
指
摘
を

何
回
か

し

な
が

ら
も

､

じ
つ

さ

い

に

は

一

般
民

衆
の

側
の

そ

う

し

た

側
面
に

つ

い

て

は
､

具
体
的
な

イ

メ

ー

ジ

を

ま
っ

た

く

凍
示

す

る

こ

と
が

で

き

ず
､

そ

れ

ゆ

え
に

ま
た

､

一

般
民

衆
が

｢

通

俗
道
徳
+

を

受
容
す
る

根
拠
に

つ

い

て

も
､

十

純

分
に

は

説
得
的
で

な
か

っ

た

の

だ

と

考
え

る
｡

高
取
正

男
氏

は
､

｢

江

戸
時
代
以

来
､

次

第
に

カ
を

も

ち

は

じ

め

た

貨
幣
経
済
は

…

…

｢

オ

オ

ヤ

ケ
+

と

｢

ワ

タ

ク

シ
+

の

二

側

面
の

う

ち
､

つ

ね

に

｢

晴
れ
+

を

意
味
す

る

前
者
の

部
面
か

ら
､

は

じ

め

は

村

落
生

活
､

や

が

て

は

村
内

各
戸
の

生

活
の

な
か

に

カ

(

7
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を

及

ぼ

し

は

じ

め

た
+

､

と
の

ぺ

て

い

る
｡

以

下
､

氏
の

論

旨
を

い

ま

す
こ

し

迫
っ

七

み

ょ

う
｡

貨
幣
経

済
が

未

発
達
で

塩
が

主

要

な

交
易
対

象
で

あ
る

よ

う
な

段
階
で

は
､

塩

商
人
は

村
の

塩

宿
へ

き

て
､

村
人

ほ

塩

宿
を

介
し
て

塩
を

入

手
す
る

｡

こ

の

よ

う
な

ば

あ
い

に

は
､

塩

商
人

と

塩

宿
の

あ

い

だ

に

は

貨
幣
経
済
が

成

立

し

て

い

て

も
､

塩

待
と

村
の

各
戸
と

の

あ
い

だ

に

ほ

自
然
経
済
が

支

配
し

て

お

り
､

村

外
の

商
人

と
の

交
渉
は

､

一

面
で

は

塩

宿
を

通

し
て

な

さ

れ

る

村
の

｢

オ

オ

ヤ

ケ
ゴ

ト
+

と

し
て

の

性
椅
を

も
っ

て

い

る
｡

と
こ

ろ
が

､

貨
幣
経

済
が

さ

ら

に

発
展
し
て

､

村
の

各

戸
が

そ

れ

ぞ

れ

自
立

的
に

村
外
の

商
人
と

売
買
関
係
を

も
つ

よ

う

に

な

る

と
､

こ

れ

ま
で

､

村
の

生

活
の

な

か

で
バ

ラ

ン

ス

と

秩
序

を
も
っ

て

い

た

｢

オ

オ

ヤ

ケ
+

と

｢

ワ

タ

ク

シ
+

､

ハ

レ

と

ケ

の

関
係
が

く

ず
れ

､

ど
の

家

も

そ

の

家

か

ら

し

て

｢

オ

オ

ヤ

ケ
+

的
･

ハ

レ

的
な

側
面
を

急
速
に

膨
脹
さ

せ

る

こ

と
に

な
る

｡

y

)

う
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し
た

変
化
を

､

高
取

氏
は

､

い

つ

ま

で

も

ケ

的
な

性
格
が

つ

よ

い

台
所
と

､

ハ

レ

的
な

性
椅
の

つ

よ

い

座
敷
と

を

対

比

し
な

が

ら
､

説
明
し

て

い

る
｡

す

な
わ

ち
､

農
家
が

来
客
を

迎
え

る

場
所
は

､

も

と
も

と

ほ

イ
ロ

リ

端
だ

っ

た

の

だ

が
､

武

家
や

神
官

･

僧
侶

･

庄
屋

層
な

ど

を

ま

ね

て
､

来
客
用
の

座
敷
を

つ

く
る

習
慣
が

拡
が

っ

て

ゆ
き

､

明

治
以

後
に

は

分

家

筋
の

も
の

も

含
め

て
一

般
化
し

た
｡

生

け

花
や

茶
の

湯
の

よ

う
な

座
敷
で

の

儀
礼
に

結
び
つ

い

た

伝
統
芸
能
も

､

こ

う
し
た

座
敷
の

普
及
の

あ

と

を

追
っ

て

受
容
層

を

拡
大
し
た

｡

だ

が
､

台
所
の

よ

う
な

ケ

の

部
分
で

は
､

消
費
生

活
を
で

き
る

だ

け

き

り
つ

め
て

貨
幣
経
済
の

影

響
か

ら

家
の

経
済

を

守
ろ

う
と

す
る

態

度
が

根
づ

よ

く
､

台
所
や

日

常
の

食
器
類
の

改
善
へ

の

関
心

は
､

大
正

期
の

都
市

中
産
階
級
の

登

場
を
ま

た

ね

ば

な

ら

な
か

っ

た
｡

｢

ひ

と

り

ひ

と

り
が

各
種
の

共
同

体
の

影
に

隠
れ

な
い

で
､

積
極
的
に

､

そ

し
て

直
接
に

｢

オ

オ

ヤ

ケ
+

の

世

界
に

出
て

働
き

､

世

間
の

波
に

も
ま

れ

な

が

ら

も

他
人
か

ら

う
し

ろ

指
を
さ

さ

れ

な
い

よ

う
に

す
る

に

は
､

日

常
的
な

｢

褒
+

の

生

活
､

｢

ワ

タ

ク

シ
+

の

部
分
が

抑
圧
さ

れ
､

圧

迫
を

う

け

て

も

仕

方
が

な

い

と

諦
め

､

さ

ら
に

は
､

台
所
の

改
善
の

よ

う
な
こ

と

は

後
ま
わ

し
に

し
､

日

常
生

活
ほ

極
度
に

切

詰
め

､

そ

れ

で

も
っ

て

世
間
体

を

整
え

､

世

間
と

足
並

み

を

揃
え

る

の

ほ

よ

い

こ

と
だ

と

素
直
に

信
じ
こ

ん
で

き
た

｡

+

そ

れ

は
､

ハ

レ

と

ケ
､

｢

オ

オ

ヤ

ケ

ゴ

ト
+

と

｢

ワ

タ

ク

シ

ゴ

ト
+

の

｢

悲
痛
な
ア

ン

バ

ラ

ン

ス

の

表

出
で

あ

り
､

結
果
と

し
て

､

前
者
の

野

放

図
な

肥

大

化
で

あ
っ

た
+

-
と

｡

民

俗
学
の

明

ら

か

に

し
て

き
た

諸

事
実
と

歴
史
学
の

明

ら
か

に

し
て

き
た

事
実
や

論
理
が

､

内

面

的
に

ふ

か

く
か

か

わ

り

あ
っ

て

お

り
､

両

者
が

じ
つ

は

相
互
に

さ

さ

え

あ

う
よ

う

な

性
格
を

も
っ

て

い

る

こ

と

を
､

私
に

最
初
に

敢
え

て

く

れ

た

の

は

高
取

氏
だ

っ

た

の

だ

が
､

ど

う
や

ら

私
の

民

俗
学
へ

の

関
心

は
､

ほ

ん

の

表
面

的
な

も
の

だ

っ

た

ら

し
い

｡

も
し

右
の

宮
田

氏
や

高
取
氏
の

指
摘

を
ふ

ま
え

て

考
え
て

ゆ

く
こ

と
が

で

き
た

と

し

た

ら
､

｢

通

俗

道

徳
+

を

受
容
す
る

基
盤
が

一

般
民

衆
の

な

か

に

ど
の

よ

う
な
か

た

ち
で

存
在
し

て

お

り
､

｢

通

俗
道

徳
+

の

受
容
が

ど
の

よ

う
な

葛

藤
や

緊
張
の

な

か

で

な

さ

れ

る

も
の

か

と
い

う
こ

と
に

つ

い

て
､

私
は

も
っ

と

ふ

か

い

洞
察
力

を

も
つ

こ

と

が

で

き

た

に

ち
が

い

な

ヽ

○

-し

私
の

頭
脳
が

い

か

に

粗
末
な

出
来
ば

え
だ

と

し

て

も
､

｢

通

俗

-

八
レ

道
徳
+

論
だ

け
で

近

代
化
過

程
の

民

衆
意
識
史
を

裁
断
し
て

し

ま

郎

+
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え
る

と

思
っ

た

こ

と

は
一

度
も

な
い

｡

じ

じ
つ

､

勤
勉
や

倹
約
よ

り

も

｢

安
気
+

に

暮
す

方

を

選
ぶ

人
た

ち

も
い

た

ろ

う
し

､

｢

家
+

を

離
れ

て

自

由
に

生

き
よ

う
と

し
た

人
た

ち

も

あ
っ

た

ろ

う
｡

幕

末
か

ら

明
治
初
年
に

か

け
て

は
､

世

直
し
へ

の

期
待
が

は

る

か

に

多
く
の

人
々

を

と

ら

え
て

い

た

か

も

し

れ

な

い
｡

｢

通

俗
道
徳
+

が

よ

り

広
汎
な

人
々

を
と

ら

え

る

よ

う
に

な
っ

て

か

ら

も
､

生

活

を

楽
し

む

余
裕
と

感
受
性
と

を

も
っ

た

都
市
中
間
層
や

知
識
層
は

し

だ

い

に

そ

の

数
を

増
し

た

ろ

う
し

､

反

対
に

､

守
る

に

た

る

ほ

ど
の

｢

家
+

を

も
つ

こ

と
の

な
い

下

層

貧
民

は
い

っ

そ

う
多
か
っ

た

ろ

う
｡

も
っ

と
も

貧
し
い

人

た

ち
の

あ
い

だ

で

は
､

家
エ

ゴ

イ

ズ

ム

の

臭
気
と

家

父

長
制
的

な

規
範
や

権
威
が

欠

如
し

て

い

る

か

わ

り
に

､

独

白
の

相
互

扶
助
の

精
神
が

あ

り
､

犯

罪
者
を

か

く

ま

っ

た

り

逃
亡
を

た

す

け
た

り

す
る

こ

と

も

す

く
な

く
は

な

か
っ

た

ろ

う
｡

た

と

え

ば
､

近
世
の

鉱
山

や

宿
場
の

労
働
者

､

門

付

け
の

芸
人

､

乞
食

､

サ

ン

カ
､

さ

ら
に

は

博
徒
の

集
団
や

盗

み

を

生
業

と

す
る

人
た

ち
の

集
団
等
々

も

視
野
に

い

れ

る

な

ら
､

私
た

ち
の

民

衆
思

想

史
ほ

は

る

か

に

複
雑
で

興
味
ぶ

か

い

も
の

に

な
る

だ

ろ

ぅ
｡

ま
た

､

お

な

じ

く

｢

家
+

を

単
位
と

す

る

生

活

規
範
と
い

っ

て

も
､

都
市

･

農
村

･

山

村
･

漁
村
で

は

そ

れ

ぞ

れ

か

な

り

の

違

い

が

あ

ろ

う
し

､

地

域
に

よ

る

気
質
的
な

相

違
な

ど

も

小
さ

な

も

の

で

は

な
か

ろ

う
｡

し
か

し
､

こ

の

類
い

の

指
摘
を
い

く

ら

つ

み

か

さ

ね

て

も
､

｢

通
俗
道
徳
+

の

説
得
性
1
そ

の

通

念
化

と
い

う

拙
著
第

一

草
･

第
二

章
の

主

旨
を

､

い

ま
の

私
ほ

ま
だ

疑
う
こ

と

が

で

き

な
い

｡

そ

の

こ

と
の

究
極
的
な

根

拠
は

､

｢

通

俗
道
徳
+

は
､

｢

家
+

を

単

位
と

し
た

自
立
と
い

う

近

代
化

過

程
の

日

本
の

民

衆
が

直
面

し
て

い

た

基
本

的
課
題
に

も
っ

と

も
ふ

さ

わ

し
い

論
理

で

あ

り
､

そ

の

よ

う

な

も
の

と

し
て

の

有
効
性
と

説
得
性
と

を

歴
史
の

な
か

で

鍛

え

洗
練
し

て

き

た

お

そ

ら

く

唯
一

の

も
の

と

し

て
､

私
に

は

見

え

て

い

る

と
い

う
こ

と

に

あ

る
｡

そ

し
て

､

お

そ

ら

く
こ

の

｢

通

俗

道
徳
+

の

説
得
性
1
通

念
化

を

媒
介
に

し

て
､

日

本
の

民

衆
の

生

活
様
式

･

思

惟
様
式
が

そ

の

生

涯
を

通
し

て

く

り

返

し

く

り

返

し

て

形
成
さ

れ

な

お

さ

れ

て

ゆ

き
､

そ

こ

に

日

本
人
に

特

有
の

性
椿

構
造
や

身
ぶ

り

や

感

受
性
や

行
動
様
式
の

特
質
な

ど

も

形
成
さ

れ

て

い

っ

た

は

ず
で

あ

る
｡

も

ち

ろ
ん

､

そ

れ

ら
の

基
盤
に

は
､

も

っ

と

旧

く
て

長
い

歴
史
的
伝
統
や

風
土
や

民

俗
的

な

も
の

の

持
続

が

あ

る

の

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

最
近

､

中
井
久

夫

氏
が

､

精
神

病
理

学
の

立

場
か

ら
､

8

本
人
の

｢

勤
勉
と
工

夫
+

の

倫
理

を
さ

さ

え
て

い

る

性
格
構
造
と

そ

の

歴
史
的
背

景
を

論
じ
た

よ

う
に

､

性
蒋
構
造
の

特
質
さ

え

も

じ
つ

ほ

歴
史
的
に

形
成

さ

れ

た

も

の

で

β∂β
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あ

り
､

中
井
氏
の

い

う

｢

執
着
性
格
+

は
､

｢

通

俗
道

徳
+

論
に

(

8
)

ほ

ぼ

照

応
す
る

も

の

な
の

で

あ

る
｡

最
近

､

山

之
内

靖
氏
は

､

マ

ル

ク

ス

『

経

済
学

批
判
』

の

｢

序

言
+

､
に

お

け
る

周

知
の

唯
物
史
観
の

｢

定

式
+

を

問
題
と

し
､

そ

こ

で

の

ぺ

ら

れ

て

い

る

法

律
･

政

治
･

宗
教

･

芸
術

･

哲
学
な

ど

の

｢

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

諸

形
態
+

と
､

現

実
の

土

台
に

｢

対

応

す

る
+

｢

い

わ

ば

日

常
的
状
態
に

お

い

て

と

ら

え

ら

れ

た

｢

社

会

的

(

9
)

意
識
諸

形
態
+

と

は

別

箇
の

範
疇
+

で

あ
る

と

し
た

｡

山

之
内

氏

の

狙
い

は
､

人

間
の

意
識
の

問
題
を

上

部
構
造
=

イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

の

領
域
へ

押
し
こ

む
こ

と

に

よ
っ

て
､

意

識
の

問

題
に

つ

い

て

の

矯
小

で

機
械
的
な

把
握
に

お

ち
い

り

が

ち
な

土

台
-
上

部
構
造

論
に

た

い

し

て
､

意
識
が

｢

実
在
的
な

現

実
性
+

で

あ

る

こ

と
を

強
調
し

､

歴
史
の

な
か

に

お

け
る

そ

の

非
還

元

的
な

リ

ア

リ

テ

ィ

を

具

体

的
に

認

識
す
る

よ

う
に

迫
る

こ

と

に

あ
っ

た

ろ

う
｡

マ

ル

ク

ス

の

理

論
の

こ

う
し

た

把

握
は

､

山

之
内

氏
も
の

べ

て

い

る

よ

ぅ
に

､

｢

序
言
+

の

マ

ル

ク

ス

の

言
葉
を

い

く

ら

仔
細
に

検

討
し

て

も
､

そ

れ

だ

け
で

ほ

明

ら
か

に

で

き

な
い

性
質
の

も
の

で

(

と

い

う
よ

り
､

｢

序
言
+

だ

け
な

ら

旧

来
の

解

釈
の

方
が

自

然
で

は

な
か

ろ

う
か
)

､

マ

ル

ク

ス

の

理

論
体

系
全

体
に

つ

い

て

の

再

認

識
か

ら

び

き

だ

さ

れ

た

も
の

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

山
之
内

氏
の

よ

ぅ
に

考
え

て

よ

い

と

す

れ

ば
､

｢

序
言
+

に

い

う

｢

社

会
的
意
識
諸

形
態
+

と

は
､

｢

本
質
的
に

は

経
済
的
土

台
の

う
ち

に

内
包
さ

れ

た

と

こ

ろ
の

､

あ

る

い

は

経
済
的
諸

関
係
の

網
の

目
に

生

活

す
る

諸

個
人
の

活

動
的

存
在
と

直
接
に

連
繋
を

も
つ

と
こ

ろ
の

､

日

常
的

意
識
態
様
に

ほ

か

な

ら

な
い
+

と
い

う
こ

と
に

な

り
､

経
済
史
研

究
も

ま

た

こ

の

｢

日

常
的
意
識
態
様
+

と

切

り

離

し
て

は

成

立

し

え

な
い

こ

と
に

な
る

｡

山

之

内

氏
の

こ

う
し

た
マ

ル

ク

ス

理

解
が

､

ウ
エ

ー
バ

ー

･

大

塚
理

論
を

念
頭
に

お

い

て

い

る

こ

と
は

い

う
ま

で

も

な
い

が
､

｢

日

常
的

意
識
鰻

様
+

の

｢

実
在
的
な

現

実

性
+

■

を

積
極
的
に

承

認

し
､

そ

の

具
体

的
な

認
識
を

迫
る

と
い

う

氏
の

立

場
は

､

私
に

は
､

私
の

問
題
設

定
を

理

論
的
な

立

場
か

ら
さ

さ

え

て

く

れ

る

も
の

で

あ

る

か

の

よ

う
に

見
え
る
｡

も

ち

ろ
ん

､

私

の

考
え

方

は
､

山

之

内
氏
の

よ

う

に

マ

ル

ク

ス

の

歴
史
理

論
の

ふ

か

い

検
討
か

ら

生
ま

れ

た

も

の

で

は

な
い

｡

し
か

し
､

私
の

考
え

方
も

ま
た

､

通

俗
化
さ

れ

た

土

台
-
上

部
構
造

論
に

た

い

す
る

長

い

不

満
を

ふ

ま

え
て

生

ま
れ

た

も
の

だ
っ

た
｡

も

ち

ろ
ん

私
は

､

こ

れ

ま
で

の

歴
史
学
が

明
ら

か

に

し
て

き
た

階
殻
的
視
点
を

無

視

す
る

も
の

で

は

な

い
｡

し

か

し
､

敵
対

す
る

諸

階
数
が

経

済
史
分

析
に

よ
っ

て

確
実
に

析
出
さ

れ

た

と

し
て

も
､

彼
ら

が

明

確
に

弁

▲7

別

し

う
る

敵
対

的
イ

デ

オ

ロ

ギ
ー

を

も

ち
､

そ

れ

が

ま

た

日

常
的

鮎
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生

活

意
識
の

瘍
で

も

は
っ

き

り

形
象
化
さ

れ

て

い

る

ほ

ず
だ

と
い

う
気
楽
な

考
え

方

を

も
つ

こ

と

が

で

き

な

い
｡

生

活

意

識
(

思

想
)

の

場
で

ほ
､

複
姫
な

葛
藤
を
へ

な

が

ら

人
々

は

単
純
に

進
歩

的
で

も

単
純
に

反

動
的
で

も

な

い

あ

る

生

き

方

を

設

定
し
て

生
き

て

ゆ
く
の

で

あ

り
､

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

と
い

う
の

は
､

こ

う
し
た

広

汎
な

人
々

の

生

き

方

1
生

活

意
識
(

思
想
)

を

ふ

ま

え

な
が

ら
も

､

さ

ら
に

い

く

層
か

の

媒
介
を
へ

て

編
成
さ

れ

た
､

よ

り

体

系
的
な

な

に

か

な
の

で

あ

ろ

う
｡

そ

し

て
､

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

の

方
は

､

状

況
に

応
じ
て

編
成

し

な
お

さ

れ

て

ゆ

き
､

生

活
意
識
(

思

想
)

の

方
は

､

こ

れ

も
い

く
た

の

変
遷
を
へ

な
が

ら
､

国

民

的
エ

ー

ト

ス

や

社

会
通
念
や

文
化

鞍
型
や

性
格
構
造

等
々

に

ま
で

沈
澱
し

て

ゆ

く
の

で

あ

ろ

う
｡

し

た

が
っ

て
､

｢

通

俗
道
徳
+

論
は

､

か

つ

て

中

村
政

則

氏
が

(

∽
)

評
し

た

よ

う
に

､

よ

り

｢

歴
史
貫
通

的
+

で

あ

り
､

さ

ら
に

い

く

ぶ

ん

か

階
級
的
に

も

｢

貫
通
的
+

で

あ
る

｡

と
こ

ろ
が

､

中
村
氏

が

対
比

す
る

よ

う
に

､

『

資
本
主

義
形
成

期
の

秩

序

意

識
』

の

方

は
､

｢

民

衆
の

日

常
的
な

生

活
意
識
の

次

元
か

ら

と

ら

え

る
+

こ

と

を

主

張
す

る

こ

と
で

は

私
と

お

な

じ

立

場
に

た

つ

よ

う
に

見
え

る

の

に
､

｢

段
階
的

･

発
展
的
で

あ
っ

て
､

民

衆
意
識
の

成

長
の

プ

ロ

セ

ス

が

丹
念
に

追
求
さ

れ

て

い

る
+

｡

こ

の

相
違

を

中

村

氏

は
､

鹿
野
氏
の

方
が

私
よ

り

｢

近

代
的
市
民

精
神
+

に

つ

い

て

の

朗
-

h

リ

評
価
が

高
い

と
い

う
価
値
意
識
の

ち
が

い

か

ら

説
明

す
る

の

だ

が
､

私

は
､

も

う
す
こ

し

具
体
的
に

､

両

者
の

問
題
設
定
や

分

析
手

法

の

ち
が

い

か

ら

説
明
し

う
る

と

思

う
｡

い

ま
､

簡
略
化
の

た

め

に
､

右
の

大
著
は

敬
遠
し

､

｢

〝

近

代
″

批
判
の

成

立

-
民

衆
思

想
に

お

(

]
)

け
る

ー
+

を

と

り
あ

げ

て

み

ょ

う
｡

こ

の

論
文
は

､

の

ち

に

拙
著
第

一

章
と
し

た

拙
論
も

念

頭
に

お

き

な
が

ら
､

明

治
二

〇

年
代
か

ら
三

〇

年
代
に

か

け
て

の

民

衆
的

な

立

場
か

ら
の

〝

近

代
″

批

判
が

成

立
し

て

ゆ

く

過

程
を

分
析
し

た

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

論
文
で

は
､

二

〇

年

代
は

｢

〝

近

代
″

批

判
前
史
+

と

さ

れ
､

民

俗
学
や

社

会
心
理

学
の

成
果
へ

の

関
心

を

語
り

な
が

ら

鴻
､

歴
史
学
的
に

追
求
で

き

る

事
例
と

し
て

三

つ

-

天

理

教
の

発
展

､

貧
民

問
題
の

社

会
問
題
化

､

青
年
会
運

動
が

と

り

あ

げ
ら

れ

て

い

る
｡

つ

ぎ
が

本

格

的
な

｢

タ

近

代
″

批
判
+

が

成

立

す
る

日

清
戦
争
以

後
の

時
期
で

､

そ

こ

で

は
､

田

中
正

造
･

田

岡
嶺
雲

･

夏
目

漱
石

･

徳
富
産

花
･

明

治
の

社
会
主

義
者
な

ど

が

と

り

あ

げ

ら

れ

て

い

る
｡

そ

し
て

､

こ

れ

ら
の

大
知
識
人
た

ち

の

思

想
こ

そ

が
､

日

本
近

代

社
会
の

直
面

し
て

い

た

矛

盾
や

暗
黒

を

見
つ

め
つ

つ

形
成
さ

れ

た

も
の

で

あ

る

が

ゆ

え
に

民

衆
的
な

立

場
か

ら
の

〝

近

代
″

批
判
で

あ

り
､

そ

れ

ゆ
え
･
に

こ

の

時
代
を

代
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ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

表
す
る

民

衆
思
想

だ

と

さ

れ

て

ゆ

く
｡

た

と

え

ば
､

明

治
の

社

会

主
義
は

､

｢

民

衆
の

側
か

ら

展
開
さ

れ

た

さ

ま

ざ

ま

の

〝

近

代
″

批
判

的
秩
序
構
想
の

中
核
+

と
い

う

評
価
に

な
っ

て

い

る
｡

そ

し

て
､

論
文
の

末
尾
で

は
､

右
に

あ

げ
た

天
理

教
な

ど

も

田

中
正

造

以

下
も

ふ

く

め
て

､

｢

民

衆
思

想
の

展
開
を

､

〝

近

代
″

批

判
の

成

立
と
い

う

観
点
か

ら

大

ま
か

に

あ

と
づ

け
て

み

た
+

､

と

総

括
さ

れ

て

い

る
｡

一

見
し
て

明
ら

か

な

よ

う
に

､

そ

の

時
期
そ

の

時
期

の

歴
史
現

象
の

な
か

か

ら
､

運
動
史
レ

ベ

ル

の

も
の

､

社
会
史
レ

ベ

ル

の

も
の

､

大
知
識
人
の

思
想
な

ど

が

自
由
に

と

り
あ

げ
ら

れ

て

お

り
､

そ

れ

ら
が

時
代
の

推
移
と

む

す

び

つ

い

た

顕
著
な

歴
史

現
象
で

あ

る

た

め
に

､

｢

段
階
的

･

発
展
的
+

叙
述
が

可

能
に

な

っ

て

い

る

わ

け
で

あ
る

(

大
著
の

方
は

､

は

る

か

に

複
建
に

な
っ

て

い

る

が
､

基
本

的
な

方

法
は

変
ら

な
い

と
い

え

よ

う
)

｡

こ

の

よ

う
に

整
理

し
て

み

る

と
､

鹿
野
氏
の

論
述
し
て

い

る

よ

う
な

現

象
の

基
盤
に

も
､

｢

通

俗

道

徳
+

に

よ

っ

て

み

ず
か

ら

を

縛
っ

て

懸
命
に

生

き
て

い

る

魔

大
な

民

衆
が

存
在
し
て

お

り
､

こ

の

事
実

の

圧

倒
的
な

重

み

と

き

し
み

あ
い

滋
が

ら
､

た

と
え

ば

田

中
正

造

等
々

の

思
想

的
営
為
が

あ

っ

た

と

考
え

て

み

る

こ

と
は

､

た

い

し

て

不

自
然
な
こ

と
で

は

な
い

よ

う

に

思

う
｡

そ

し
て

､

も

し
こ

の

よ

う
に

考
え
て

よ

い

な

ら
､

鹿
野
氏
の

｢

段
階
的

･

発
展
的
+

な

研

究
が

､

よ

り

｢

歴
史
貫
通

的
+

な

｢

通

俗
道
徳
+

論
と

矛

盾
し

な
い

ば
か

り

か
､

む

し

ろ

補
い

あ

う
よ

う
な

性
格
を

も
っ

て

い

る

と

考
え

る

こ

と

が

で

き
る

の

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

ど
の

よ

う
な

研

究
も

､

固
有
の

阻
題
設
定
と

分

析
の

た

め
の

論

理

的
次

元

を
も
つ

も
の

で

あ

ろ

う
｡

大
げ
さ

な

挙
例
だ

が
､

た

と

え

ば
､

『

資
本
論
』

の

論
理

次

元
は

資
本
主

義
的

経

済
社

会
一

般

で

あ

り
､

柳
田

国
男
の

ば

あ
い

は
､

日

本
の

常
民
の

生

活
や

生

活

意
識

一

般
で

あ

る
｡

そ

れ

を

抽

象
に

す

ぎ
る

と

か

具
体

的
で

な
い

と
か

批
判
す
る

と

す

れ

ば
､

そ

れ

は
､

こ

う
し
た

抽
象
次

元

を

設

定

す
る

こ

と
に

よ

っ

て

な

に

が

明

ら
か

に

さ

れ

な

に

が

明

ら
か

に

さ

れ

な
い

か

を

区

別
で

き

な
い

方

法
論
音
痴
と
い

う
こ

と
に

な

ろ

う
｡

｢

通

俗
道
徳
+

論
は

､

私

な
り

に

設
定
さ

れ

た

方

法

的

論

理

的
な

問
題
設
定
の

次

元
を

も
っ

て

お

り
､

そ

こ

か

ら

照

射
し

う

る

問
題
群
と

照

射
し

え

な
い

問
題
群
と

を

も
っ

て

い

る
｡

こ

う

し
た

問
題
設

定
の

固
有
の

次

元

を

無
視
し
て

､

時
代
差

･

地

域
差

･

階

級
差
の

設
定
や

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

論
的
分

析
の

必

要
な

ど

を
､

な
に

か

自
明

的
に

よ

り

正

し
い

方

法
的
立

場
で

あ

る

か

の

よ

う
に

要
求

す
る

の

は
､

み

ず
か

ら
の

方

法
的

前
提
が

い

か

な

る

性
質
の

抽
象

の

う

え

に

成

立
し
て

い

る

も
の

で

あ
る

か

を

自
覚
し

え

な
い

で

い

る

こ

と

を

告
白
す
る

こ

と
に

な

ら

な
い

だ

ろ

う
か
｡

∂β9

と

L
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さ

ま
ざ

ま

な
か

た

ち

を

と
っ

た

言
及
も

ふ

く

め
る

と
､

拙
著
へ

の

批
評
は

か

な

り
の

数
に

の

ぼ

る
｡

そ

の

う
ち

､

こ

の

小

論
で

は
､

｢

通

俗
道

徳
+

論
を

め

ぐ
る

諸

氏
の

批
判
に

関
連
し
て

､

い

く
つ

か

の

論
点
に

ふ

れ

た
｡

｢

通

俗
道

徳
+

論
に

つ

い

て

も

な

お

言
い

た

り

な
い

点
が

あ

る

が
､

そ

の

ほ

か

に
､

支

配
イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

ヘ

の

展
望

と

連
関
の

問
題

､

日

本
の

近

代

化

過

程
に

お

け
る

宗
教
意

識
の

展
開
の

と

ら
え

方
の

問
題

､

拙
著
第
二

篇
が

抽
象
的
だ

と
か

経
済
構
造

と
の

関
連
を

無
視
し
て

い

る

な

ど
と

す
る

諸

氏
の

批

判

へ

の

反
論

(

お

よ

び

私
の

問
題
設

定
の

根
拠
の

理

論

的

説

明
)

､

民

俗
的
な

も
の

と

歴
史
的
な

も

の

の

か

か

わ

り

方
の

問
題
な

ど
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