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第四骨 (一 橋論叢 第四 十七巻

カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス

経
済
の

論
理

と

政

治
の

論
理

-
序

章

.こ
の

論
文
は

､

マ

ル

ク

ス

の

思

想

や

学
説
の

形
成

･

発
展
の

過

巷

を

伝
記
的
に

あ

る

い

は

学

説
系
譜
論
的
に

追
求
す
る

思
想

史

研

究

で

な
い

こ

と

を

予
め

断
っ

て

お

か

な

け
れ

ば
な

ら

な
い

｡

筆
者
が

当
面

意
図

し
て

い

る

こ

と

は

次
の

こ

と
で

あ

る
｡

従

来
往
々

に

し

て

忘
却
さ

れ

る

傾
向
の

あ

る
マ

ル

ク

ス

主

義
の

諸

側
面
を

摘
出
し

包
摂
し
な

お

す
こ

と

に

よ
っ

て
､

社

会
科
学
と

し

て

の

マ

ル

ク

ス

主
義
の

多
面

性
の

認

識
と

そ

の

踪
ム
ー

性
の

回

復
と

に

寄
与

す

る

こ

と
､

第
二

に
マ

ル

ク

ス

に

お

け
る

理

論
の

十
九

世

紀
的
歴
史
的

特

質

-
･

マ

ル

ク

ス

も

ま

た

時
代
の

子
で

あ

る

-
を

明

確
に

す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

逆
に

社

会

科

学
と

し
て

の

マ

ル

ク

ス

主

義
の

現

代
駒
発
展
の

方

向
を

探
求

す
る

こ

と
で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

主

義
は

真
理
の

あ

ら

ゆ
る

側
面
に

対

応
す
る

こ

と

が

で

き

な

け
れ

ば

な

ら

古

賀

英

三

郎

ず
､

ま
た

時
代
の

発
展
に

対

応
し
て

常
に

自
ら

を

発
展
さ

す
ぺ

き

も
.
の

で

あ

る
｡

そ

の

際
マ

ル

ク

ス

主
義
の

古
典
的
諾

命
題
の

う
ち

現
代
に

な
お

生

き

る
ぺ

き

も
の

と

然
ら
ざ

る

も
の

と

を

識
別

す
る

こ

と
は

可
能
で

あ

り

ま

た

必

要
で

あ

ろ

う
｡

社
会
科
学
の

投
合
的
な

現
代
的
発
展

､

こ

れ

が

筆
者
の

究
極
目

標
で

あ

る

が
､

そ
の

際
こ

の

作
業
が

有
効
に

行
わ

れ

う
る

た

め
に

は
､

十

九

世

紀
か

ら

現

代
に

至

る

現
実
の

歴
史
そ
の

も
の

の

歴
史

研
究
に

媒
介
さ

れ
､

｢

現

代
+

そ

の

も
の

が

歴
史
的
特
質
に

お

い

て

把

握
さ

れ

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

社
会
科
学
と

し
て

の

マ

ル

ク

ス

主

義
の

発
展
と

現

実
の

歴
史
研
究
と

は

密
接
な

交
互

媒
介
を

必

要

と

す
る

｡

さ

も

な

け

れ

ば

上

述
の

研

究
目

標
も

作
業
を

進
め

る

う

え
で

観
念
化

し

形
式
的
に

な

ら

ざ
｢
る

を

え

な

い
｡

む

し

ろ

｢

現

L
.
_
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一

斗

一

代
+

の

歴
史
的

綜
合
認
識
こ

そ

が

究
極
的

な

目

標
で

あ

る

と

い

っ

て

よ

い
｡

こ

う
し
て

筆
者
の

本

来
意
図

す
る

課

題
は

､

方

法
の

う

え

で

は
､

歴
史
的
で

あ
る

と

同
時
に

理

論
的
で

あ

り
､

対

象
の

う

え
で

は

近

代
お

よ

び

現

代
史
を

包

摂
し

な

け
れ

ば

な

ら

ぬ

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

小

論
で

は
こ

の

よ

う
な

研
究
の

一

つ

の

序
章
と

し

て
､

マ

ル

ク

ス

の

理

論
に

お

け
る

経
済
の

論
理

と

政
治
の

論
理

に

つ

い

て

若

干
の

問
題
点

を

指
摘
し

ょ

ぅ
と

す
る

も
の

で

あ

る
｡

【

マ

ル

ク

ス

主

義
社

会
科

学
は

､

社
会
に

関
す
る

歴
史
科
学
で

あ

る

と

同

時
に

綜
合
科
学
で

あ

る

と
一

般
に

言
わ

れ
て

お

り
か

つ

信

じ

ら
れ

て

い

る
｡

し

か

し
こ

の

歴
史
性
と

綜
合
性
に

つ

い

て
､

と

く
に

経
済
学
者
の

場
合

､

そ

の

意
味
は

次
の

よ

う
な

内
容
を

も
っ

て

理

解
さ

れ

る

の

が

普
通
で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

の

社
会
理

論
は

､

体
制
か

ら

体

制
へ

の

変
動
お

よ

び

資
本
主

義
社

会
の

歴
史
的
に

経

過

的
な

性
格
お

よ

び

そ

の

運
動
法
則
を

明
ら

か

に

し

た

と
い

う
意

味
で

歴
史
科
学
で

あ

り
､

さ

ら
に

下

部
構
造
た

る

経

済
に

即
し
て

社
会
全

体
の

機
構
分

析
を

行
う
と
い

う
点
で

綜
合
的
で

あ

る
佃

つ

ヽ

ヽ

ま

り
そ

れ

が

歴
史
科
学
で

あ

る

の

は

体
制
の

個
体
認
識
を

有
す
る

ヽ

ヽ

か

ら
で

あ

り
､

そ

れ

が

踪
合
科
学
で

あ

る

の

は

経
済
に

即
し

て

社

会
の

捻
体

把

握
を

志
向

す
る

か

ら

で

あ

る
｡

こ

う
し
て

マ

ル

ク

ス

の

社
会
理

論
は

､

一

般
に
｢

歴
史
的
社
会
的
+

と

特
徴
づ

け

ら

れ
､

『

資
本

論
』

の

体
系
が

そ

の

典
型
と

み

な

さ

れ

る

わ

け
で

あ

る
｡

問
題
は

､

こ

の

よ

う
な

｢

歴
史
的

社

会
的
+

な
､

か

つ

綜
合

的

.

な

性
格
を

有
す
る

と
さ

れ

る

『

資
本

論
』

の

体

系
の

意
味
と

性
格

を

間
}
こ

と
か

ら

始
め

な

け
れ

ば
な

ち

な
い

｡

マ

ル

ク

ス

主

義
の

全
体

系
と

そ

れ

が

も
つ

諸
側
面
の

な
か

に

占
め

る

『

資
本
論
』

の

相
対

的
位
置
が

明

確
に

さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

さ

も
な

け
れ

ば
マ

ル

ク

ス

主
義
を

経
済
発
展
段
階

説
や

経

済
法
則
の

図
式
に

固
定
化

し

解
消
す
る

結
果
に

陥
る

か

ら

で

あ

る
｡

そ
こ

で

ヽ

ヽ

ヽ

ま

ず
『

資
本

論
』

の

対

象
･

理

論
･

方

法
の

限
定
的
性
希
を

問
う

こ

と

か

ら

始
め
.
よ

う
｡

『

資
本
論
』

の

対

象
に

つ

い

て

次
の

よ

う

な

見

解
が

あ

る
｡

『

資
本
論
』

は

単
な

る

経
済
理

論
で

は

な

く
､

経
済
の
.

問
題
と

同

時
に

政
治
の

問
題
を

包

摂
し

た

綜
合
的

な

理

論
で

あ
る

と

い

う
見

解
が

そ

れ

で

あ

る
｡

こ

の

見
解
は

､

誤
謬
と

は
い

え

な
い

が
､

し

か

し

条
件
的
相
対

的
に

の

み

そ

う

言
い

う
る

に

す
ぎ

な
い

｡

ま

ず

マ

ル

ク

ス

白
身
が

､

ク

ー

ゲ
ル

マ

ン

宛
の

手

紙
(

一

八

六
二

年
一

二

月
二

八
日

付
)

の

中
で

､

｢

社
会
の

種
々

な

経
済

構
造
に

対

す
る

屯

畑



止

禰】

一

A

な

国
家
形
態
の

関
係
+

は
､

こ

れ

を

第
一

巷
お

よ
び

第
二

巻
で

塊
供
さ

れ

た
も

の

を

基
礎
と

し

て

は

容
易
に

展
開
で

き

な
い

も
の

で

あ

る

旨
指
摘
し

て

お

り
､

更
に

『

資
本
論
』

第
三

巻
第
六

篇
第

四

七

草
『

資
本
制
地

代
の

発
生

史
』

で

も

｢

全
社

会
的
構
造
の

､

し

た
が

っ

て

せ
た

主
権
=

お

よ

び

従

属
関
係
の

､

略
言
す
れ

ば

そ

の

と

き
ど

き
の

独

自
的
国
家
形
態
の

､

い

ち

ば

ん

奥
の

磁
密

､

か

く
さ

れ

た

基
礎
+

は
､

｢

生

産
諸

条
件
の

所
有
者
と

直

接
的

生

産

者
と
の

直
接
的
関
係
+

に

あ

る

に

し
て

も
､

し
か

し

主

要
条

件
か

ら
す
れ

ば

同
じ

経
済
的
基

礎
の

う
え
に

も
､

独

白
的
国
家
形

態
は

無
限
の

変
化
と
ニ

ュ

ア

ン

ス

を

示

し
､

｢

経
験
的
に

与

え

ら

れ

た

事
情
の

分

析
芯

よ
っ

て

の

み

把
握
す
る

こ

と
が

で

き

る
+

と

述
べ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

現

行
『

資
本
論
』

に

お

い

て

は

勿
論
プ

ラ

ン

1
に

予

定
さ

れ

た

｢

国

家
+

に

お

い

て

も

｢

社
会
の

種
々

な

経
済
構

造
に

対

す
る

種
々

な

国
家
形
態
の

関
係
+

の

問
題
は

､

そ
の

対
象

一
の

埼
外
に

あ

る

と

考
え

る

の

が

妥
当
で

あ
る

｡

ボ

ナ
パ

ル

テ

ィ

ズ

ム
､

絶
対

主
義

､

ツ

ァ

ー

リ

ズ

ム
､

共
和
制
等
々

の

独

自
な

国

家

魚
形
態
の

問
題
禎

､

『

資
本
論
』

の

理

論
の

領
域
外
に

横

た

わ

る

政
･
治
の

論
理

を

包
含
す
る

｡

マ

ル

ク

ス

は
､

『

資
本
論
』

の

上

端
箇

所
で

そ

の

と

き

ど

き
■

の

独

自
的
国
家
形
態
が

無
限
の

変
化
を

示

す

■
理

打
と
し

て
､

｢

自
然
条
件

､

人

種
関
係

､

外

部
か

ら

伴
用
す
る

歴

史
的
影
響
な
ど
+

■
を

実
機
と

し

て

あ

げ
て

い

る

の

で

あ

る

が
､

そ

拗

の

他
に

留
意
す
べ

き

ほ
､

国
家
間
題
に

は
､

資
本
と

労
働

､

資
本

と

封
建
的
土

地

所
有
等
の

二

つ

の

基
本
的
な

階
級
の

両

極
が

､

そ

の

両

極
の

中
間
に

位
置
す
る

さ

ま
ざ

ま
の

中
間
層
を

そ

れ

ぞ

れ

自

己
の

方
向

に

ど

う
組

織
す
る

か
一

(

支

配
階

級
の

場
合
ほ

｢

藩
屏
+

と

し

て
､

被
支
配

階
級
の

場
合
は

｢

同

盟
軍
+

と
し

て
)

上
い

う
主
体

的

な
対

抗
関
係
を

内
包
す
る

と
い

う

点
で

あ

る
｡

『

資
本

論
』

に

お

け
る

経
済
の

論
理

は
､

両

極
に

位
置
す
る

基
本
的
な

階

叔
関

係
の

経
済
的
基

礎
と

そ

の

客
観
的
法
則
性
を

あ

き

ら
か

に

す
る

(

そ
の

意
味
で

の

み

政

治
の

論
理

を

包

含
す
る
)

の

に

対
し

て
､

こ

の

政
治
の

論
理

は
､

主
体
的
な

対

応
の

仕
方

､

覿
織
化
と

対

抗
の

一

定
の

様

式
の

問
題
を

も

包
含
す
る

｡

し
か

も
こ

の

様
式
は

｢

経
済
に

対

し

て

規
定
的
に

反
作
用
す
る
+

の

で

あ
る

が
､

『

資
本
論
』

で

は
こ

の

度
作
用
は

考
察
の

外
に

お

か

れ
て

い

る

こ

と

は

云

う

ま

で

も

な

い
｡

こ

れ

ら

国
家
諸

形
態
の

問
題
は

､

『

資
本
論
』

の

理

論
に

よ
っ

て

処
理

し

裁
断
す
る

こ

と
は

で

き

ず
､

マ

ル

ク

ス

も

指
摘
す
る

よ

う
に

｢

経
験
的
に

与

え

ら

れ

た

事
情
の

分
析
に

よ
っ

て

の

み

把
捉

す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

+

『

資
本
論
』

の

理

論
の

限

定
性
に

関

連
し

て

指
摘
す
べ

き

第
二

の

点

は

次
の

こ

と
で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は

『

資
本

論
』

第
一

版
へ

L
.

1

一
打
一

鞍

が

一

心



→
-

∴

亨

1

叫

ト

ム

_
r

の

序
言
で

､

『

資
本

論
』

に

お

い

て

は
､

｢

資
本
制
的

生

産
の

諸
々

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

『

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

の

数
と

貧
困

と

は

た

え

旨
然
法

則
か

ら

生

ず
る

社

会
的

卦
々

の

敵
対

関
係
の

発

壁
程

ず
ま

す
ま

す
増
大
す

娯
こ

の

よ

う
に

断
定
的
な

形
で

表

現

す
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提
示

す
る

経
済
漁
則
に

は
､

｢

全
商
業
世

界
を

一

国
と

み

な

し
､

ま

た

資
本

制
的
生

産
が

到
る

と
こ

ろ
に

確
立

し
て

凡
ゆ

る

産
業
部
門

を

征
服
し

た
+

と
い

う
想

定
の

う
え
に

な

り
た
っ

て

い

る

も
の

が

多
い

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

こ

れ

ら

の

想
定
は

､

当
然

､

歴
史
科

学
と

し
て

の

『

資
本
論
』

の

歴
史
的
具
体

性
を

限
定

す
る

も
の

■
で

あ

る
｡

こ

れ

ら
三

つ

の

想
定
の

う
ち

第
一

の

も
の

は
､

あ
る

一

本

の

発
展
路
線
の

う
え

を

後
進
国
が

先

進
国
の

あ

と

を

同
じ

道
を

辿

っ

て

迫
っ

て

行

く
と
い

う

想
定
で

あ

り
､

し

か

も

第
二

の

想

定

で
､

政
治
の

経
済
に

対

す
る

反
作
用
を

捨
象
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

こ

の

発
展
路
線
が

飛

躍
不

可
能
な

自
然
史
的

過

程
と

し
て

把

握
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

し
か

も

『

資
本

論
』

の

な
か

の

い

く
つ

か

の

経

済
法
則
は

､

全
商
業
世
界
を

一

国
と

み

な

す
こ

と
に

よ

っ

て

初
め

て

純
粋
に

成
り

立

ち

え

て

い

る

の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
な

想

定
は

い

う
ま
で

も

な

く
､

『

資
本

論
』

の

理

論
の

抽
象
性
を

意

味
す
る

の

で

あ
っ

て
､

マ

ル

ク

ス

自
身
こ

の

こ

と

を

銘

記
し

て

い

た

こ

と
を

知
る
べ

き
で

凍
る
ヶ

ま

ず
第

一

の

想
定
に

関
連
し

て

い

え

ば
､

マ

ル

ク

ス

は
､

ロ

シ

ア

の
､

､

､

ハ

イ
ロ

フ

ス

キ

ー

宛
の

手

紙
お

よ

ぴ

ヴ
ュ

ラ
･

ザ
ス

リ

ッ

す

宛
の

手

紙
(

『

マ

ル

･

エ

ン

選

集
』

東
1 3

巷
､

大

月

書

店
)

に

お

い

て
､

『

農
本

論
』

に

お

け

る

資
本
主
義
発
生
に

関
す
る

歴
史
的

素
描

L
■

一

群
..

■､′

う

サ

ー

に

関

連
し

て
､

あ

ら

ゆ
る

民

族
が

こ

の

理

論
に

宿
命
的
に

服
す
ぺ

捕

き

も
の

と

考
え
て

は

な

ら

ず
､

｢

明

白
に

西
ヨ

一

口

プ

パ

諸
国
に

限
定
+

さ

れ

て

お

り
ロ

シ

ア

に

は

妥
当
し

な
い

こ

と
〔

.

ま
た

第
二

の

想
定
に

関
連
し
て

は
､

ロ

シ

ア

の

農
村
共

同

体
が

､

近

代
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

資
本
主
義
発
生
の

場
合
の

よ

う
に

分

解
を

経
過
せ

ず
そ

の

ま

ま

社
会
主
義
的
生

産
の

要
素
と

し
て

発
達
し

う
る

可
能
性
を

指

摘
し

､

そ

こ

に

発
展
の

飛

躍
を

認
め
て

い

る

こ

と

を

憩
起
す
べ

き

で

あ

る
｡

簸
じ
て

マ

ル

ク

ス

は

上

掲
書
簡
で

､

『

資
本
論
』

の

理

論

を
､

｢

一

般
的
発
展
過

在
の

歴
史
哲
学
的
理

論
+

の

｢

自

在
合

鍵
+

に

か

え
る

こ

と
を

｢

か

ん
べ

ん

し

て

も

ら
い

た

い
+

と
い

い
､

そ

ぅ
す
る

こ

と

は

｢

私
を

ほ

め

す
ぎ

る

こ

と
で

あ
る

と

同

時
に

､

ば

か

に

し

す
ぎ

る

こ

と
で

か
る
+

と

述
べ

て

い

る

こ

と

は

注

目
に

価

す
る

｡

マ

ル

ク

ス

は
､

た

と

え

類
似
し

た

経

済

事

象
(

た

と

え

ば

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

共

同
体
の

如
き
)

で

も
､

こ

と

な
っ

た

歴

史
的
環
境
の

も

と
に

あ
れ

ば

全

く

臭
っ

た

結
果
を

も
た

ら

す
こ

と
､

ロ

シ

ア

の

共
同

体
の

独

自
な

展
望
は

そ

れ

が

近

代
世

界
か

ら

孤
立

し
て

存
在
す
る

の

で

ほ

ヽ

ヽ

な
い

点
に

見

出
し

て

い

る
｡

つ

ま

り
一

見

後
進
的
な
も
の

と

み

え

る

経
済
事
象
も

､

一

本
の

発
展
路
線
の

上
を

｢

進
ん

だ
+

も
の

に

対
し

て

単
に

｢

お

く
れ
+

て

い

る

の

で

は

な

く
､

近

代

世

界
の

一

環
と

⊥

て

存
在
し
て

い

る

こ

と
､

こ

の

こ

と

に

去
っ

て

そ

れ

は

独

り

ニ

.

且
l
町
■
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自
の

経
過

を

辿
る

の

で

あ
っ

て
､

あ

る
一

国
の

経
済
関
係
や

そ

れ

に

伴
う
政

治
問
題
は

､

そ

の

く
に

一

国
の

社
会

経
済
の

発
展
段
階

の

問
題
と

し
て

だ

け
で

は
､

そ
の

性
格
や

発
展
の

独

自
性
を

理

解

し

え

な
い

の

で

あ

る
｡

そ

れ

故
社

会
経
済
の

発

展
段
階
説
を

､

一

国
の

領
域
内
で

考
え
る

場
合
と

､

世

界
全
体
の

体
制
と

し
て

理

解

す
る

場
合
と
で

異
っ

て

く
る

の

で

あ

り
､

両

者
の

統
一

的
把

握
が

必

要
と

な

る
｡

例
え

ば

部
族
制
に

も

と
づ

く

後
進
国
の

場
合

､

一

直

線
の

発
展
路
線
を

各
国
が

序
列
的
に

同
じ

道
を

前
後
の

関
係
で

進
ん

で

行
く

と

す
れ

ば
､

そ

れ

は

封
建
制
以

前
の

造
か

に

お

く

れ

た

段
階
に

位
置
づ

け

ら
れ

よ
>

ト
｡

し
か

し
､

そ

の

よ

う
な

国
が

前

進
し

ょ

う
と

す
れ

ば
､

現

実
に

お

い

て

は

同

時
に

帝

国
主

義
と
い

う
も
っ

と

も

近

代
的
な

も
の

に

対

決
せ

ざ

る

を

え

ず
､

し
か

も

部

族
的
な

も
の

の

止

揚
は

､

封
建
制
に

よ
っ

て

行
わ

れ

る

わ

け
で

は

な
い

で

あ

ろ

う
｡

ノ

こ

の

よ

う
な

問
題
は

､

ア

フ

リ

カ

な

ど

極
め
て

お

く

れ

た

要
素
を

も
っ

た

後
進
国
だ

け
の

問
題
で

な

く
､

明

治
維

新
以

来
の

日

本
の

近

代
化
の

問
題
に

も

関
係
し

て

い

る
｡

絵
じ
て

近

代
お

よ

び

現
代
史
の

歴
史
の

現
実
に

お

い

て

は
､

近
代

資
本
主

義
の

世
界
体
制
が

､

資
本
制
以

前
に

位
置
す
る

ほ

る

か

に

お

く

れ

た

後
進
地

域
に

近

代
的
な

存
在
理

由
を

与
え

､

そ

れ

を

自
己
の

体

制
の

不

可
.

欠
な

一

環
と

し
て

包
摂
し
て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

こ

の

よ

う
な

事
情
に

あ
り

て

は
､

一

国
だ
.
け
の

社
会
経
済
の

分

析
だ

け

で

は

そ

の

国
の

政
治
問
題
を

把

握

す
る

こ

上
が

で

き

な
い

｡

と
こ

ろ
が

抽
象
的
な

『

資
本

論
』

の

理

論
で

は
､

そ
の

よ

う
な

問
題
は

考

察
の

噂
外
に

お

か

れ

て

お

り
､

こ

れ

も

ま

た

経
済
的
範
噂
の

展

開
に

よ
っ

て

で

は

な

く
､

｢

経
験
的
に

与

え

ら

れ

た

事
情
の

分
析

に

よ
っ

て

の

み

把
捉
す
る

こ

と

が

で

き

る
+

で

あ

ろ

う
｡

以

上

『

資
本
論
』

の

理

論
の

抽
象
性
と

そ

の

限
定

性
を

と

く
に

政
治
の

論
理

と
の

関
連
で

考
察
し
て

き

た

わ

け
で

あ
る

が
､

そ

れ

ヽ

ヽ

は

ま

ず
『

資
本
論
』

に

展
開
さ

れ

る

社

会
経
済
理

論
こ

そ

が

歴
史

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

的
な

科
学
で

あ

り
､

ま
た

踪
合
的
な

科

学
で

あ

る

と

し

ば

し

ば
マ

ル

ク

ス

主
義
経
済
学
者
に

ょ

っ

て

主
張
さ

れ

る

命
題
に

一

定
の

条

件
と

規
定
性
を

賦
与

す
る

た
め

で

あ

る
｡

も

ち

ろ

ん

『

資
本

論
』

の

理

論
が

､

■
た

と

え

ば

形
式
社

会
学
や

純
粋
経
済
学
の

場
合
の

よ

う
な

非
歴
史
的
な

形
式
的
な

科
学
で

な
い

こ

と

は

言
う

ま
で

も

な

い

の

で

あ
る

が
､

し
か

し

そ
の

綜
合
性
と

歴
史
性
に

は
一

定
の

限

界
が

存
在
す
る

こ

と
に

注
意
す
べ

き

で

あ

る
｡

ま

ず
綜
合
性
に

つ

い

て

い

え

ば
､

既
述
し
た

こ

と

か

ら

明
ら

か

な

よ

う
に

､

経
済
構

造
に

対

す
る

国
家
形
態
の

関
係
の

問
題
つ

ま

り

経
済
が

政

治
を

規

定

す
る

面
､

つ

い

で

階
叔
的
敵
対

関
係
の

発
展
礎
度
の

問
題
つ

ま

7

り

政
治
が

経
済
を

規
定
す
る

面
､

そ

し

て

最
後
に

世

界
の

体
制
と

ぉ



虻
郎
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し
て

の

歴
史
的
環
境
と

そ

れ
が

一

国
の

政
治
経
済
に

及

ぼ

す
影
響

の

両
､

こ

う
い

っ

た

諸
側
面
が

『

資
本
論
』

か

ら

捨
象
さ

れ

て

お

り
､

そ
の

意
凍
で

『

資
本
論
』

の

綜
合
性
は

一

定
の

限

界
を

有
す

る
の

で

あ
る
｡

綜
合
性
を

政
治
の

論
理

と
の

関
連
に

お

い

て

言
い

ぅ
る

と

す
れ

ば
､

そ

れ

は

ブ

ル

ジ

ョ

ア

社
会

一

般
の
.
基
本
的
な

階

級
関
係
が

主
要
対

象
と

さ

れ

て

い

る

点
に

あ
る

が
､

し
か

し

そ

の

場
合
で

も

階
親
閲
係
の

基
礎
に

横
た

わ
る

基
本
的
な

経
済
関
係
こ

そ
が

主
要
な

問
題
で

あ
っ

て

そ

れ

以

上

で

な

く
､

国
家
の

問

題

も
､

エ

場
立

泡
や

地

代
な

ど
の

問
題
に

関
連
し

て

論
及

さ

れ

る

の

で

あ

る

が
､

し
か

し

そ

れ

は

経
済
的

諸
範
疇
を

展
開
す
る

の

に

必

要
な

限

ぅ
に

お

い

て

の

み

で

あ

る
｡

『

資
本

論
』

の

理

論
の

歴
史

性
に

つ

い

て

も

ま

た

限

定

性
を

主

張
す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

『

資

本

論
』

に

お

け
る

垣
論
の

歴

史
性
は

､

資
本
主
義
社
会

一

般
の

体

制
と

し
て

の

歴
史
的
経
過
性

､

･
資
本
主
義

体

制
一

般
の

個
体

認

識
､

そ

の

生

成
･

発
展

･

消
滅
の

経
済
的
運
動
法
則
を

経
済
的
諸

範
噂
の

展
開
過
食
と

し
て

解
明

す
る

こ

と
に

あ

る

と
い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

し

ば

し

ば

用
い

ら
れ

る

｢

歴
史
的
社

会
的
+

と
い

う

表
現
ほ

､

こ

の

資
本
主
義
体

制
一

般
に

対

す
る

批
判
的
な

個
体
認

識
を
さ

し
､

あ

ら

ゆ
る

社

会
諸
事
象
を

資
本
主
義
体

制
一

般
の

基

本
的
な

階
親
閲
係
に

還

元

し

批
判
的
に

把

握

す
る

こ

と
に

あ

る
｡

稔
じ
て

『

資
本
論
』

の

対

象
は

資
本
主
義
体

制
一

般
で

あ

り
､

理

細

論
の

歴
史
性
は

そ

れ

を

歴
史
的
経
過

性
に

お

い

て

批
判
的
に

考
察

す
る

こ

と

に

あ

る
｡

以

上
の

こ

と

は

周

知
の

事
実
で

あ
っ

て

い

ま

さ

ら

指
摘
す
る

ま

で

も

な
い

の

で

あ

る

が
､

マ

ル

ク

ス

主

義
の

｢

歴
史
性
+

は

以

上
の

も
の

に

尽

き
る

わ

け
で

は

な
い

こ

と
､

そ

し

て

こ

の

｢

歴
史

性
+

の

問
題
と
さ

き
の

｢

綜
合
性
+

の

問
題
と

は

相
互

関
連
し
て

い

る

こ

と
に

注
意
す
る

必

要
が

あ

る
｡

･

さ

き
に

『

資
本
論
』

の

理

論
の

抽
象
性
を

考
察
し

た

と
こ

ろ

で
､

マ

ル

ク

ス

が

｢

経
験
的
に

与
え

ち

れ

た

事

情
の

分

析
に

よ

っ

て

の

み

把

握
で

き

る
+

領
域
を

『

資
本

論
』

の

理

論
か

ら

捨
象
し

て

い

る

こ

と

を

指
摘
し

た

が
､

こ

の

こ

と

と
マ

ル

ク

ス

に

お

け
る

｢

歴

史
性
+

の

問
題
と

は

相
互

関

連
し
て

い

る
｡

『

ド

イ

ツ
･

イ

デ
オ

ロ

ギ

ー
』

で

｢

一

切
の

も
の

を

そ
の

哲
学

的
し
っ

ぽ

で

捉
え

る
+

こ

と
に

反
対
し

た

マ

ル

ク

ス

は
､

■

そ

の

後

｢

歴
史
と
い

う
も
の

は

そ

れ

幕
範
噂
的
に

進
行
す
る

も
の

で

は

な

い
+

(

『

哲
学
の

貧
困
』

)

と

も
､

ま

た

｢

公

式
で

は

歴

史
は

つ

く

ら

れ

な
い
+

(

同
上
)

と

も
い

い
､

例
え

ば

『

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

･

ト

ル

コ

は

ど

う
な

る

か
』

と
い

う
論
文
で

｢

歴
史
を

研
究
し

て
､

人

間
の

運
命
の

永
遠
の

変
転
に

…
‥
･

讃
嘆
し
っ

つ

ま
な

び

と
っ

た

人
+

こ

そ
､

あ

る

歴
史
的
な

問
題
(

｢

東
方

問
題
+

)

の

正

し
い

解
決
を

計
る

L
叩

l

臥
F

･

う
ノ
1

†

鵬

-

ト

.

..

.

.

…

卜
.

血
町

√

F

-.
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こ

と
が

で

き

を

と
い

う
の

で

あ

る

が
､

こ
.
う
い

っ

た

表
現
に

お

け

る
マ

ル

ク

ス

の

｢

歴
史
+

と
い

う
も
の

は
､

果
し
て

『

資
本

論
』

に

お

け

る

｢

歴
史
+

と

同
じ

も

の

で

あ

ろ

う
か

｡

そ

う
で

は

な
い

の

で

あ
っ

て
､

こ

の

場
合
の

｢

歴
史
]

と

は
､

特
殊
具
体

的
な

個

性
的
な

事
象
を

把
握
す
る

歴
史
で

あ

り
､

論
理

や

範
噂
の

自
己

展

開
と

し

て

は

認
識
で

き

ず
､

｢

経
験
的
に

与

え

ら

れ

た

事

情
の

分

析
に

よ
っ

て

の

み

把
握
で

き
る
+

の

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

の

｢

歴

史
+

は
､

体

制
一

般
の

個
体

認

識
に

尽

き
る

も
の

で

は

な
く

､

ま

し
て

『

資
本

論
』

な
ど

の

社

会
経

済
理

論
を

現

実
へ

投
影
し

た

と

こ

ろ
に

な

り

た
つ

も
の

で

も

な
い

こ

と

を

知
る
べ

き
で

あ
る

｡

そ

■
の

こ

と

は

も

ち

ろ

ん
､

無
理

論
と

い

う
こ

と

を

意
味
す
る

わ

け
で

は

な
い

｡

〓

国

家
諸

形
態
の

問
題

､

詔

階
級
の

敵
対

関
係
の

発
展
程
度
の

高

低
の

問
題

､

｢

先

進
+

国
と

｢

後
進
+

国
と
の

世

界
史
上
に

お

け
る

位
置
と

相
互

関
係
の

問
題

､

歴
史
に

お

け

る

飛

躍
の

問
題

､

世
界

資
本
主

義
と

そ
の

中
で

の
一

国
の

あ

り

方
の

問
題

､

政

治

指
導
者

の

指
導
能
力

や

現

実
把

握
の

能
力
の

問
題
等
々

､

こ

れ

ら

は

『

資

本
論
』

の

論
理

と

偲

別
の

次

元
に

属
す
る

歴
史
的
な

､

す
ぐ

れ
て

ふ

や
′

･

.

L
す

,

包
丁

l
.

,卜

胡
1

政
治
史
的
な

問
題
で

あ
っ

て
､

マ

■
ル

ク

ス

自
身
が

そ

れ

ら
の

問
題

に

充

分

な

関
心
を

示
し

周

到
な

考
察
を

行
っ

て

い

た
こ

と

に

注
目

す
べ

き
で

あ

る
｡

こ

の

考
察
は

｢

歴
史
的
社

会
的
+

と
い

う
よ

り

も

む

し

ろ

｢

歴
史
的
政
治
的
+

と

規
定

さ

る
ぺ

き
で

あ
っ

て
､

マ

ル

ク

ス

主
義
社

会
科
学
の

一

応
別
の

問
題

領

域
を

形

成
し

て

い

る
｡

な

る

程
マ

ル

ク

ス

に

よ

る

そ

の

よ

う
な

｢

歴
史
的
政
治
的
+

な

諸
考
察
は

､

経

済
理

論
の

場
A
口

の

よ

う
に

体

系
的
な

理

論
と

し

て

展
開
さ

れ

て

い

る

わ

け
で

な

く
､

む
し

ろ

多
く
の

場
合

時
事
問

題
の

分
析
と

し

て

提
示

さ

れ

て

い

る

が
､

し

か

し

か

え
っ

て

そ

こ

に

は

理

論
的
に

も

内
容

的
に

も

学
ぶ

べ
.

き

多
く
の

問
題
が

存
在
す

る

の

で

あ
る

｡

マ

ル

ク

ス

･

エ

ン

ゲ
ル

ス

の

取

扱
う

諸
問
題
は

､

諸
列
強
の

対

内
対

外

政

策
､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

諸
革
命

､

ヨ

一
口

γ

パ

の

小

国
お

よ

び

従

属
地

域
の

問
題

､

ア

ジ

ア

の

植
民
地

･

民
族

間
題

､

戦
争
お

よ

び

平
和
の

問
題

､

政
党

論
､

政
治
指
導
者
間
題

､

軍
事
制

度
論

等
々

､

場
所
的
に

は

世

界
的
領
域
に

わ
た

り
､

問
題

領
域
に

お

い

て

は

き
わ

め
て

多
面
的

綜
合
的
な
の

で

あ
る

が
､

そ

れ

は
そ

れ

ら

す
べ

て

問
題
が

､

た

と
え

遠
く

ア

ジ

ア

の

問
題
で

あ

る

に

せ

よ
､

ヨ

ー

ロ

ブ

パ

の

前
進
に

と
っ

て

密
接
な

関
連
を

有
す

る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

う
し
て

一

八

七

九

年
頃
か

ら

八
一

年
頃
に

か

､

け
て

マ

ル

ク

ス

は

コ

世

界
史
年
表
+

と

も
い

う
べ

き

『

年
代
記
的

ヰ39



政
孝
』

･
を

執
筆
す
る

に

至
ウ

て

い

る
ひ

こ

こ

で

こ

れ

ら
の

問
題
を

.
取
扱

っ

た

す
べ

て

の

諸
論
稿
を

検
討
す
る

余
裕
ほ

な

く
別
の

機
会

に

議
場

ほ

か

な
い

の

で

あ

る

が
､

｢

歴
史
的
政
治
的
+

な

諸
考
察
の

一

事
例
と

し
て

､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け

る

小

国
･

従

属
地

域
に

関

す
る

マ

ル

ク

ス

の

問
題
提
起
の

仕
方
お

よ

び

そ

れ

の

処
理
の

仕
方

の

若
干
を

概
観
し
て

み

よ

う
｡

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け
る

小

国
･

従

属
国
問
題
の

な

か

で
マ

ル

ク

ス

が

も
■

つ

と

も

早
く

か

ら

注
目

し
て

い

る

の

は
､

ポ

ー

ラ

ン

ド

問

題
で

あ

る
｡

ポ

ー

ラ

ン

ド

ほ
一

七

七

二

年
の

第
一

次

分

割
以

来
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

強
国
に

よ
っ

て

三

た

び

分
割
さ

れ
､

こ

れ

が

当
然
ポ

ー

ラ

ン

ド
の

民

族
運
動
を

ひ

き
お

こ

し
､

一

八

四

六

年
に

は
ク

ラ

カ

ウ

の
､

一

八

四

八

年
に

は
ボ

ー

ゼ

ン

の

民

族
蜂
起
と

な

る

の

で

あ

る

が
､

マ

ル

ク

ス

は
こ

の

ポ

ー

ラ

ン

ド

分
割
の

意
味
を

次
の

よ

う

に

分
析

･

把
握

す
る

｡

一

八

四

八

年
の

革
命
以

前
に

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

に

君

屈
し
て

民

主
主
義
運
動
お

よ

び

民

族
運

動
を

抑
圧

し

て

卓

た

皮
革
命
勢
力
は
ロ

シ

ア
･

プ

ロ

イ
セ

ン

･

オ

ー

ス

ト

リ

ア

の

神
聖

称
盟
で

あ

る

如
､

こ

の

神
聖

同
盟
を

一

つ

に

ま

と

め

て

い

る

絆
､

そ

れ

こ

そ

が

ポ

ー

ラ

ン

ド

分
謝
の

意
味
で

あ

る

と
†

ル

ク

ス

は

把

握
す
る
｡

｢

こ

の

三

国
が

ポ

ー

ラ

ン

ド

を

貫
い

て

う
が
っ

た

割
れ

目
こ

そ
､

三

国
を

一

緒
に
■
つ

な

ぎ
と

め
て

い

る

紐
帯
で

あ

る
｡

共

L
一

■

l
叩
∵

､.

臣
-

一

.

い
･

-

中

何
の

漁
奪
が

彼
ら

を

お

た
が

い

の

連
静
安
住
者
と

し
た
+

と
マ

ル

の
′

一4
●

タ

ス

は

述
べ

､

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

全

体
の

な
か

に

ポ

ー

ラ

ン

ド

問
題
を

位
置
づ

け
る
｡

し

か

も

ポ

ー

ラ

ン

ド

分

割
の

及
ぶ

影
響
は

深

刻
で

あ

り
､

そ

れ

が

プ

ロ

√
セ

ン

お

よ

ぴ

オ

ー

ス

ト

リ

ア

の
､

絶
対

君

主
国
の

ま

ま
で

の

ロ

シ

ア
へ

の
■

従

属
を

決
定
づ

け
､

三

月

革
命
に

際
し
て

の

プ

ロ

イ

セ

ン

･

ブ
ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

の

支
配
権
獲
得
の

企

図
を

挫

折
せ

し

め
る

一

要
因
と

な
っ

た
こ

と

を

分

析
す
る

｡

こ

の

よ

う
に

束
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

一

民

族
問
題
を
ヨ

一

口

ァ

パ

全
体
の

国

際
的
規
模
で

の

政
治
関

係
の

な

か

に

位
置
づ

け
､

し
か

も
そ

れ

が

強
国
の

国
内
政

治
に

反
作
用
す
る

そ
の

様
式
を

把
握
す
る

仕
方
は

注
目

す
べ

き

で

あ

ろ

う
｡

し

か

も
マ

ル

ク

ス

は
､

ポ

ー

ラ

ン

ド

に

お

け
る

諸
民

族
の

人
口

構
成
や

国
境
問
題
に

つ

い

て

も

論
及

し
､

カ

ル

パ

テ
.ア

山

脈
以

南
の

あ

ら

ゆ

る

系
統
の

民

族
独

立

闘

争
に

比

較
す
れ

ば
､

ポ

ー

ラ

ン

ド
の

独

立

闘

争
と
ド

イ

ツ
･

ポ

ー

ラ

ン

ド

間
の

国
境
調
整
は

造
か

に

容
易
で

あ

る

と
の

具
体
的
な

判
断
を

下

し
､

ポ

ー

ラ

ン

ド

の

解
放
は

単
な

る

道

義
問
題
で

は

な

く
て

ド

イ

ツ

の

｢

現

実
の

利
益
+

で

あ

る

と
の

立

場
か

ら
､

三

月

革
命
期
の

ド

イ

ツ

政
府
の

対
ポ

ー

ラ

ン

ド

政

策
を

批
判
す
る

｡

マ

ル

ク

ス

が

ポ

ー

ラ

シ

ド

の

解
放
に

関
し
て

究
極
の

期
待
を
か

け
る

の

は
､

第
一

次
分

割
以

来
ポ

ー

ラ

ン

ド

に

形
成
さ

れ

つ

つ

あ

航

叫
デ

ト

■
…

.

.

.
卜
‥
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怖

卜
■

.
ド



一

バ

』
町
ヽ

当
l

一

▼

.

｡

㍉

も

〃

≠

､

卜

軒

/

生
｢

⇒

･

甥

る

小

貴
族

･

都
市
市
民

･

夢
見
の

同
盟
に

も

と
ブ

く

鼻
業
民

主
主

じ

め

て

真
に

革

命
吋
な

一

人

物
が

あ

ら

わ

れ

る
+

と

高
く

評
価
さ



っ

っ
､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

民

族
運
動
や

革
命
運
動
を

抑
圧

す
る

た

め

戯
.

∠T

-

に

動
員
さ

れ

る

事
態
を

分
析
批

判
す
る
｡

エ

ン

ゲ
ル

ス

は

後
に

こ

の

汎
ス

ラ

グ

主
義
の

問
題
に

関
連
し
て

､

被
抑
圧
民

族
に

対

す
る

･

同
情
か

ら

離
れ

る

の

に

｢

ど

ん

な
に

多
く
の

時
間
と

勉
強

と

を

要

し
た

か
+

に

つ

い

て

語
っ

て

お

り
(

一

八

八

二

年
二

月
二

二

日

付
ベ

ル

ン

シ

ュ

タ

イ
ン

宛
手

紙
)

､

汎
ス

ラ

グ

主

義
に

加

担
し

た
バ

ク

ー

ニ

ン

に

対

す
る

批
判
も

､

民

族
間
題
に

関
す
る

抽
象
的
観
念
的
な

道
義
論
が

い

か

に

｢

歴
史
的
問
題
や

政
治
問
題
に

お

い

て

全
く

な

に

も

証
明

し

な
い
+

か

を

強
調

す
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

エ

ン

ゲ
ル

ス

は
､

ポ

ー

ラ

ン

ド

人

を

除
く
ス

ラ

グ

諸

民

族
の

歴
史
的
地

理

的

政
治

的
産
業
的
諸
条

件
の

分
析
を

通

し
て

､

そ

れ

が

ス

コ

ッ

ト

ラ

ン

ド

の

ゲ
ー

ル

人
､

フ

ラ

ン

ス

の

ブ

ル

タ

ー

ニ

ュ

人
､

ス

ペ

イ
ン

の
バ

ス

ク

人

と

同
様

､

独

立
の

生

存
能
力
を

欠

き

衰
亡

す
べ

き

民

族
で

あ
る

と
の

結
論
に

達
し

た
｡

こ

の

結
論
は

現
在
で

は
一

般
に

誤
謬
で

あ
っ

た

こ

と

が

認
め

ら

れ

て

い

る

に

し
て

も
､

従

属
地

域

の

被
抑
圧

民

族
の

歴
史
俄
地

理

的
政
治
的
産
業
的
諸

要
因
を

国
際

的
環
境
の

な
か

で

踪
合
的
に

分

析
す
る

そ

の

態
度
は

注
目

す
べ

き

で

あ

り
､

当
時
の

ス

ラ

グ

民

族
主

義
が

ゆ
が

め

ら

れ

た

発
展
を

示

し
っ

つ

あ
っ

た
こ

と

は

事
実
で

あ

ろ

う
｡

一

八

八

〇
年
の

腰
摺
に

至
る

と
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

全

備
が

新
し
い

僧

ト

▲
り

㌧

血
r
■

小

一



て溺 ) カ ー

ル
･ マ ル■ク ス

+
r
一

山
町

∃
､

.

㌧

も

肘

i
｢

→

Jd
､

勢
の

も

と
に

あ

り
､

一

方
で

は
バ

ル

カ

ン

を

め

ぐ
っ

て

ロ

シ

ア

と

オ

ー

ス

ト

リ

ア

の

対

立
が

表

面
化
し

､

他
方
で

は

ド

イ

ツ

の

統
一

が

達
成
さ

れ

て

ナ

ポ

レ

オ

ン

三

世
に

代
り
ビ

ス

マ

ル

ク

が

ヨ

一

口

ァ

パ

国
際
政

治
の

前
面
に

登

場
す
る
｡

こ

の

よ

う
な

全

体
と

し
て

の

情
勢
の

変
化
は

汎
ス

ラ

グ

主
義
そ

の
､
も
の

に

新
し

い

意
味
を

賦

与

す
る

の

で

あ
っ

て
､

こ

の

段
階
に

至
っ

て

マ

升

ク

ス

は

汎
ス

ラ

グ

主

義
の

問
題
が

戦
争
に

か

か

わ

る

｢

焦
眉
の

急
+

の

問
題
で

あ

る

こ

と

を

分

析
す
る

｡

`

ヨ

一

口

γ

パ

の

戦
争
は

十

九

世
紀
以

来
バ

ル

カ

ン

問
題
に

密
接

な

関
連
を

有
し

て

い

る

が
､

マ

ル

ク

ス

は
一

八
四

八

年
の

革
命
以

後
い

わ

ゆ
る

｢

東
方

問
題
+

に

つ

い

て

周

到
な

分

析
を

加
え

て

い

る
｡

｢

革
命
の

嵐
が

一

時
的
に

お

さ

ま
る

と
た

え

ず
繰

返
え

さ

れ

る
一

つ

の

問
題
が

い

つ

も

き

ま
っ

て

あ

ら
わ

れ

る
｡

す
な

わ

ち

永

久
の

｢

東
方

問
題
+

が

ネ
れ

で

あ
る
+

と

述
べ

ら

れ

て

い

る

よ

う

に
､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

革
命
と

東
方

問
題
と

は

密
接
な

相
互

関
係
に

あ

る
｡

東
方

問
題
と
は

云

う
ま

で

も

な

く

｢

吾
々

は
ト

ル

コ

を
い

か

に

す
べ

き

や

の

問
題
+

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は
こ

の

ト

ル

コ

社

会
を

三
つ

の

部
分

(

ア

フ

リ

カ

･

ト
ル

コ

､

ア

ジ

ア
･

ト

ル

｡

､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

･

ト

ル

コ

)

に

分
っ

て

こ

れ

を

分

析
し

､

ト

ル

コ

■
帝
国
の

カ

の

真
の

所
在
地
は
回

教
徒
の

狂

信
と

ト

ル

コ

人
の

国
民

性
で

堅
い

集
団

を

な

し
て

い

る

ア

ジ

ア
･

ト

ル

コ

に

あ

る

こ

と
､

そ

し
て

真

の

論
争
点

は
ヨ

一

口

ァ

パ

･

ト

ル

コ

に

あ

る

こ

と

を

示

し
､

そ

こ

に

居
住

す
る

さ

ま
ざ

ま

な

異
民

族
集
団
(

百
万

の

ト

ル

｡

人

と

そ

れ

に

支

配
さ

れ

る

千

二

百

万

人
の

ス

ラ

グ

人
､

ギ

リ

シ

ャ

人
､

ワ

ヲ

キ

ア

人
､

ア

ル

ナ

ウ

ト

人
)

の

複
建
な

宗
教
的
社

会
的

文

化

的
諸

条
件
を

分

析

す
る

｡

こ

の

複
凍
な

人

口

構
成
を

も

ち

宗
教

関
係
と

終
っ

て

複
姪

な

階
級
構
成
を

示

す
こ

の

ヨ

ー

ロ

ブ

パ

･

ト

ル

コ

に

お

い

て
､

い

ず
れ

の

民

族
が

優
越
的
地

位
を

保
持
す
る

能
力

を

有
す
る

か

を

問

い
､

現

状
に

あ
っ

て

は

｢

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

･

ト

ル

コ

の

存
在
が

ト

ラ

キ

ア

=

イ

タ

リ

ア

半
島
の

資
海
の

発
展
に

と
っ

て

真
の

障
得
で

あ

る

こ

と

を

認
め
+

ざ

る

を

え

な
い

と

し
つ

つ

も
､

ワ

ヲ

キ

ア

人

に

つ

い

て

は

｢

問
題
の

領
土
の

最
後
的
処
理
に

あ
た

っ

て

重

要
な

役

割
を

演
じ
る

か

も

し
れ

な
い
+

こ

と
が

評
価
さ

れ
､

ス

ラ

ブ

人

な

か

ん

づ

く
セ

ル

ビ

ア

人
の

な
か

に

そ

の

歴
史

的

来
歴
か

ら

｢

反
蕗

進
歩
党
+

の

う

ま

れ

る

必

然
性
が

期
待
を

も
っ

て

展
望
さ

れ

る
｡

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け

る

小

国
･

従

属
地

域
の

民

族
間
題
に

関
し

て

は

以
上

の

ほ

か

に

な

お

ア

イ

ル

ラ

ン

ド

問

題
､

ス

イ

ス

の

問

題
､

中
近

東
の

問
題
な

ど

が

考

察
さ

れ

て
.

い

る

の

で

あ

る

が
､

民

ヽ

ヽ

ヽ

族
問
題
に

対

す
る

当

時
の

マ

ル

ク

ス

の

基
本
的

な

立

場
は

､

民

族

ヽ

ヽ

ク

J

自
身
が

階
級
的
な

意
義
を

も
っ

て

発
展
す
る

こ

せ

が
■
期
待
さ

れ

る

幽



と

同
時
に

､

階
叔
的
な

革
命
運
動
そ
れ

自
体
が

､

こ

の

よ

う
に

発

展

す
る

民

族
運

動
と
の

提
携
に

よ
っ

て

の

み

前
進
し

う
る

と
い

う

■
こ

七

で

か

ろ

う
｡

そ
の

よ

う
な

基
本
的
な
立

易
か

ら

行
わ
れ

る

マ

ル

ク

ス

の

現

実
の

分
析
と

把
握
の

仕
方
は

､

.
あ
る

一

つ

の

民

族
運

動
の

社
会
経
済
的
基
礎
を

階
級
的
見
地

か

ら

分

析
批
判
し
て

一

定

の

評
価
を

下

す
と
い

う
よ

う
な

｢

歴
史
的
社

会
的
+

な

方
法
で

は

な
小

の

で

あ
っ

て
､

む
し

ろ
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸

列
強
の

資
本
主

義
的

な

発
展
が

ト

ル

コ

な
ど

お

く

れ

た

諸

地

域
に

複
姫
な

諸

条
件
を

う

み

だ

す
国
際
環
境
の

な

か

で
､

一

方
で

は

民

族
運
動
が

反
動
的
な

諸
列
強
に

よ
っ

て

被
抑
圧

民

族
相
互
の

相
剋
や

分

裂
の

方

向
に

組

織
さ

れ
､

強

国
の

対

外
政
策
に

利
用
さ

れ

る

事
態
を

批
判
し

な
が

ら
､

他
方
で

ほ

具
体
的
な

諸
条
件
の

な
か

で

そ
の

民
族
が

前
進
す

べ

き

方

向

を

指
示

す
る

の

で

あ

る
｡

･
そ
の

際
示

め

さ

れ

る

マ

ル

ク

ス

の

綜
合
的
な

把
握
は

､

単
に

一

国
の

下

部
構
造
と

上

部
構
造
と

い

う
こ

と
で

は

な

く
て

､

国
際
的
規
模
で

の

陛

窟
関
係
の

な
か

で

強
国
の

対

内
政
策
と

対

外
政
策
と
の

関
係

､

強
国
の

国
内

情
勢
と

従

属
地

域
に

対

す
る

政

策
と
の

関

係
､

従
属
地

域
の

諸
民

族
の

そ

れ

ぞ

れ
の

情
況
と

相
互
の

関

係
､

諸
民

族
内
部
の

地

理

的
人

種
的

言
語
的
宗
教
的
社

会
経
済
的
諸

要
因
の

相
互

関
係

､

戦
争
と

民

族

主

義
と
の

朗
係

､

属

族
滴
尊
者
と

民

衆
と
の

嗣
係
等
々

あ

ら

ゆ

る

讃
契
機
を

歴
史
的
な

経

過
に

お

い

て

視

野
に

い

れ

る
｡

こ

の

綜
合

4 4J
T

性
は

､

具
体
例
な

時
代
と

具
体

的
な

易
と

を

背
景
に

し

た

踪
合

性

で

あ
っ

て
､

論
理

的
概
念
的
な

綜
合
で

は

な
い

｡

こ

の

こ

と

と

関
連
し

て

第
二

に

注
意
す
べ

き
こ

と

は
､

マ

ル

ク

ス

の

分

析
に

お

け
る

歴
史
性
の

問
題
で

あ
る

｡

そ

れ

は

社
会
体

制

一

般
の

個
体

認
識
や

そ

の

歴
史
的
経
過

性
の

認
識
と
い

う
よ

り

も

む

し
ろ

､

特
殊
具
体

的

な

も
の

､

個
性
的
な

も
の

へ

の

洞
察
で

あ

る
｡

資
本
主

義
一

般
､

民

族
主
義

一

般
､

階

級
一

般
を

概
念
的
に

処
理

し

評
価

す
る

態
度
で

は

な

く
､

絵
体
と

し

て

の

具
体

的
な

諸

条
件
の

な
か

で

特
殊
具

体

的
な
も
の

が

前
進

す
る

た

め
の

具
体

的

な

方

向

を

主

体

的
に

さ

し
示

す
態
度
で

あ

る
｡

ま

た

そ

れ

は

特
殊

具
体
的
な

歴
史
事
象
を

一

般
的
な

理

論
的
諸
範
噂
に

帰
属
さ

せ

る

こ

と
で

は

な

く
て

､

現

実
の

混
乱

を

混
乱
と

し
て

､

現

実
の

複
雑

多
様
な

可

能
性
を

複
維

多
様
な

も
の

と

し
て

､

現

実
の

弱
点
を

弱

点

と
し

て

認
識
す
る

態

度
で

あ

る
｡

そ

れ

は

ま
㌢

に

具
体

的
に

前

進
す
る

た

め
の

主
体

的

実
践
的
な

政
策
を

う
ち
だ

す
た

め
に

他
な

ら

な
い

｡

そ
こ

で

問

題
は

次
の
.

よ

う
に

提
起
さ
.

れ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

『

資
本

論
』

の

経
済
理

論
体
系
は

資
本
主

義
一

般
を

論
じ

､

資
本

家
階
巌

･

労
働
者
階
級

一

般
を

考
案
し

､

社
会
主
義

一

般
を

展
望

.
√

h

良
い.

巨
.

■鴫

ふ

強

.
.

曲
r

小

一
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適
役
を

み

る

こ

と

か

ら

始
め

る

ご
ー

の

｢

ラ

イ
ン

新
開
+

時
代
に

好

こ

そ
､

マ

ル

ク

ス

と
バ

ウ

ア

ー

を

含
む

青
年
ヘ

ー

ゲ

ル

派
の

｢

自

4

由
人
た

ち
+

と
の

訣
別
が

明

確
に

な
る

の

で

あ

る
｡

｢

ラ

イ
ン

新

聞
+

･
時
代
の

諸
論
文

を
+

賞
し
て

､

マ

ル

ク

ス

は

私

人
や

一

部
特

殊
階

層
の

物

質
的
二

面

的
利
害
の

立

場
に

対

立

し
て

､

そ

う
し

た

物

質
的
二

面

的
利
害
か

ら

自

由
な

､

精
神

的
に

普

遍

的

な

立

場

(

そ

れ

こ

そ

が

自

由

で

あ

る
)

に

立

ち
､

そ

の

立

場
か

ら

物

質
的

個

別
的

利
害
の

〓
回

的
な

立

場
を

批
判
し

て

い

る
｡

こ

れ
は

私
人
に

対

す
る

公
民
の

立

易
で

あ

り
､

物
質
的
利
害
を

中
心

と

す
る

甘
民

社
会
に

対
し

て
､

市
民

社

会
の

個
別

的
利
害
の

必

然
性
に

左

右
さ

れ

ず
そ

れ

に

抵
抗
す
る

と
い

う

意
味
で

｢

自
己

意
識
+

的
に

自
由

な

公

民
の

棉
神
的
普
遍
的
な

人

倫
国

家
(

ヘ

ー

ゲ
ル

流
の
)

の

立

場

で

あ

る
｡

こ

れ
が

｢

ラ

イ
ン

新
聞
+

時
代
に

一

貫
し
て

い

る

マ

ル

ク

ス

の

基
本
的
な

立

場
で

あ

る

が
､

し
か

し
こ

の

基
本

的

立

場
に

貫
か

れ

な
が

ら

も
､

現
実
に

直
面

し

た

具
体

的
な

諸

問
題
に

対

決

し
て

い

く

過

在
で

新
し
い

問
題
が

発
生
し

､

そ

れ

の

解
決
を

は
か

る

過

寝
で

マ

ル

ク

ス

自
身
の

思
考
内
容
も

ま
･
た

展
開
を

み

せ

る

と

い

う
こ

と
に

注
意
す
べ

き

で

あ

る
｡

そ
の

新
し
い

問
題
と

新
し
い

発
展
へ

の

実
機
は

､

｢

ラ

イ

ン

新
尚
+

掲
載
の

第
一

論
文
に

す
で

に

み

ら
れ

る
｡

す
な

わ

ち

出
版
の

自
由
に

つ

い

て

の

州

議
会
の

討

論

F
卜

#
-
･

J
町

卜
.
L

.
.

㌣

｢

卜
r

r
卜
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止
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L
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■
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ル
+ マ ル ク ス

の

検
討
を

通

じ
て

マ

ル

ク

ス

は

次
の

こ

と

を

認
識
せ

ざ

る

を

え

な

か
っ

た
｡

そ

れ

は
､

･

特
殊
身
分

的
な

個
別

的

利
身
の

立

易
か

ら

自

ヽ

ヽ

ヽ

軋
な

出
版
に

反
対

す
る

反
対

論
着

た

ち

に

は
､

｢

あ

る

病
的

な

激

ヽ

情
､

熱
情
的
な

偏

見
が

あ

り
､

そ

れ
が

彼
ら
に

､

出
版
に

た

い

し

ヽ

ヽ

ヽ

て

仮
想
的
で

な
い

現

実
的
な

立

場
を

と

ら
せ

て

い

る
+

と
い

う
こ

と
､

し
か

る

に

｢

自
由
な

出

版
の

擁
護
者
た

ち

は
､

全
体
と

し

て

み

て

自
分
の

保
護
す
べ

き

も
の

に

た

い

し

て
､

ど

ん

な

現

実
的
な

関
係
も

も
っ

て

い

な
い

｡

彼
ら

は
､

出
版
の

自
由
を

欲
求
と

し
て

感
じ

た
こ

と

は
一

度
も

な
い
+

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

こ

れ

は
マ

ル

ク

ス

が

現

実
に

直
面
し
た

矛

盾
で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

出
版
の

自

由
の

反
対

者
は

､

具
体

的
に

は
ラ

イ
ン

州
議
会
に

お

け

る

王

侯
身

分
､

騎
士

身
分

､

都
市

身
分
と
い

う
特
定

階
層

､

特
殊
身
分

で

あ

る

が
､

か

れ

ら
は

そ

の

二

面

的
な

個
別

的
利
害
か

ら

普
遍
的
自
由

の

実
現

態
と

し
て

の

出
版
の

自
由
に

反
対

す
る
｡

し
か

し
こ

の

反

対

は
､

一

面
的
個
別

的
で

あ

る

と

は
い

え

自
己
の

利
害
に

立
つ

ゆ

え

に

こ

そ
､

｢

激
情
+

が

あ

り

｢

熱
情
+

が

あ

り
､

か

つ

｢

現

実
的

な

立

場
+

を

示

す
｡

と
■

こ

ろ
が

伯
方

出
版
の

自
由
の

擁
護
者
た

ち

は

ど

う
か

｡

マ

ル

ク

ス

ほ
こ

の

擁
護
者
た

ち
を

二

つ

の

種
類
に

分

■
け
て

い

る
｡

一

つ

は
､

自
由
主

義
着
た

ち
で

あ

り
､

.
い

ま
一

つ

は

出
版
の

自
由
を

営
業
の

自
由
と
し

て

擁
護
し

ょ

う
と

す
る

営
業
者

の

立

場
で

あ

る
｡

第
一

の

自
由
主

義
着
た

ち
は

､

｢

自

由

を

現

実

の

堅

固
な

地

盤
の

う
え

に

お

く
か

わ

り
に

､

そ

れ

を

想

像
の

星
空

に

う
つ

せ

ば
､

そ

れ

で

自
由
を
あ

が

め

た
･こ

と

に

な

る

と

信

じ

て
+

お

り
､

自
由
を

一

つ

の

感
傷
と

し

て

し

か

理

解
し

な
い

｢

感

傷
的
な

熱
狂

家
+

で

し
か

な
い

と
マ

ル

ク

ス

は

判
断
せ

ざ

る

を

え

な
い

｡

さ

き

に
､

出
版
の

自
由
の

擁
護
者
が

､

出
版
の

自

由
に

対

し
て

｢

ど
ん

な
現

実
的
な

関
係
も

も
っ

て

い

な
い

｡

か

れ

ら

は

出

版
の

自
由
を

欲

鎗
と

し

て

感
じ
■
た
こ

と

は
一

度
も

な
い
+

と
､

マ

ル

ク

ス

が

そ

の

非
現

実
性
を

批
判
し

た
の

ほ
こ

の

ド

イ
ツ

の

自
由

主

義
着
た

ち
に

対

し
て

で

あ

り
､

か

れ

ら

に

と
っ

て

出
版
の

自
由

は

｢

頭
の

問
題
で

あ
っ

て
､

心
は

こ

れ

に

は

す
こ

し

も

あ

ず
か

っ

て

い

な
い

｡

出
版
の

自
由
は

､

か

れ

ら

に

と
っ

て

は
｢

異
国
産
の
+

植
物
で

あ

り
､

そ

れ

に

た

い

す
る

彼
ら

の

関
係
は

｢

好

事
家
+

の

関
係
に

す
ぎ

な
い
+

と

も

判

断
さ

れ

て

い

る

の

も

注
目

す
べ

き

で

あ

る
｡

つ

ま

り
ド

イ

ツ

自
由
主

義
者
に

と
っ

て
､

自
由
と

は

英
仏

先

進
国
か

ら

導
入
さ

れ

た

観
念
に

す
ぎ

な
い

と
い

う
そ

の

非
現

実

性
を
マ

ル

ク

ス

は

批

判
す
る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

は
ド

イ

ツ

特
有

の

問
題
が

あ

り

矛
盾
が

あ
る
｡

つ

ま
り

特
殊
身
分
の

個
別

的
利
害

の

擁
護
者
は

､

特
殊
身
分

的
で

あ

る

に

も
か

か

わ

ら

ず
現

実
的
立

場
に

立
っ

七
い

る

が
､

普
遍
的
自
由
を

擁
護
す
る

ド

イ

ツ

自

由
主

抑
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亀
有

は

普
遍
的
で

あ
っ

て

も

非
現
実
的
だ

と
い

う
矛
盾
で

あ

る
｡

特
殊
的
な

も
の

が

現

実
的

で

エ

ネ
ル

ギ
ー

を

有
し

普
遍
的
な

も
の

が

非
現

実
的
で

あ

り
エ

ネ

ル

ギ
ー

を

有
し
て

い

な
い

と
い

う
こ

の

矛
盾
で

あ

る
｡

こ

の

段
階
で

マ

ル

ク

ス

が

こ

の

よ

う
な

矛
盾
に

､

現
実
の

側
か

ら

直
面
せ

ざ

る

を

え

な

か
っ

た
こ

と

を

ま

ず
注
意
す

べ

き
で

あ

る
｡

こ

の

矛

盾
を

､

一

般
的
に

理

想
と

現

実
と
の

ギ
ャ

ッ

プ

と

も
い

え

よ

う
｡

そ

の

よ

う
な

矛
盾
の

認
識
か

ら
､

出
版
の

自
由
の

第
二

の

擁
護
者

､

つ

ま

り

営
業

一

般
の

自
由
の

一

部
分

と

し
て

出
版
の

自
由
を

擁
護
す
る

営
業
者
の

立

場
に

対

す
る
マ

ル

ク

ス

の

独

自
な

評
価
も

う
ま

れ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は
こ

の

立

場
に

相
対

的
な

真
理

を

認
め
る

｡

自
由
主

義
着
た

ち

の

議

論
に

此
ぺ

て
､

｢

こ

の

考
え

方
の

方
が

無
条
件
に

す
ぐ
れ
て

い

る

こ

と
+

を

屈
め

る
｡

そ

れ

は

自
由
主

義
着
た

ち
の

感

傷
的
な

理

念
の

立

場
に

対

し

て
､

｢

理

念
の

大
問
題
が

､

身
の

ま

わ

り
の

環
境
か

ら

と
っ

て

き
た

堅
実
で

現

実
的
な

見
地
か

ら

彼
ら

に

た
い

し

て

実
証
さ

れ

る

と

す

れ

ば
､

そ

れ

は

喜
ば

し
い

こ

と
+

だ
か

ら

で

あ

る
｡

｢

ド
イ

ツ

人

を

そ
の

理

念
に

な

じ

ま
せ

､

こ

こ

で

問
題
に

な
っ

て

い

る

の

は

近

づ

き

が

た
い

事
物
で

は

な

く
て

､

彼
ら
の

身
近

な

利
青
で

あ

る

と

い
.

う
こ

と
+

を

示

す
こ

と

に

な

る

か

ら

で

あ

る
｡

し
か

し
マ

ル

ク

ス

ほ
､

こ

の

営
業
者
の

立

場
に

相
対

的
な

真
理

し

か

認

め

な
い

の

で

あ
っ

て
､

鏡
い

批
判
を
こ

れ

に

加
え

る
｡

｢

出
版
を

物
質

的

手

嘩

段
に

お

と

し

め

る

著

作
家
は

､

こ

の

内

的

不

自

由
の

刑

罰

と

し

て
､

外
的
な
不

自
由

､

す
な

わ

ち

検
閲

を

う
け
て

し

か

る
べ

き
で

あ
る
+

と
｡

エ

う
し

て

営

業
の

自
由
の

一

綱
と

し
て

出
版
の

自
由

を

擁
護
す
る

立

場
は

な

る

ほ

ど

現

実
的
で

は

あ
る

が
､

や

は

り

そ

の

自
由
は

普
遍
的
自

由
か

ら

分

離
し

た

特

殊

身

分

の

自

由
で

あ

り
､

無
精
神
の

自
由
で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は

｢

特
殊
が

全

体
と

関

連
し
て

い

る

と

き

に

だ

け
､

す
な

わ

ち

そ

れ
が

全
体
か

ら

分
離
し

て

い

な
い

と
き

だ

け
､

特

殊
を

精
神
的
で

あ
■
り

､

自
由
で

あ

る

と

み

な

す
+

の

で

あ

る
｡

｢

反
対

論
者

た

ち

に

あ
っ

て

は
､

特
殊
の

身
分
の

偏
狭
さ

が

出
版
と

た

た

か

い
､

そ
の

擁
護
者
た

ち
に

あ
っ

て

は
､

特
殊
の

身
分
の

偏
狭
さ

が

出

版
を

擁
護
+

し
て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

い

ず
れ

も

特
殊
の

立

場
に

外
な

ら

な
い
｡

こ

う
し

て

マ

ル

ク

ス

は

結
論
す
る

｡

｢

こ

の

集

会
(

ラ

イ

ン

州
議
会
)

は
､

特
権

,

の

故
意
の

頑
迷
さ

と
､

中
途
半
端
な

自
由
主

義
の

本
来
の

無
力
さ

と
の

あ
い

だ

を

動
揺
す
る

だ

け

で

あ

る
+

と
｡

こ

こ

に

さ

き

に

指

摘
し

た
マ

ル

ク

ス

が

現

実
に

直

面
し

た

矛

盾
が

明

白
に

示
さ

れ

て

ヽ

ヽ

い

る
｡

そ
こ

か

ら
の

出
口

は

｢

欲
求
か

ら

生

れ

る

根
本

的
で

真
剣

な

関
心
+

､

｢

普
遍
的
な

広
い

観
点
+

か

ら

出
版
の

自
由
を

擁
護
す

る

立

場
､

つ

ま

り
､

現
実
的
で

あ

る

と

同
時
に

普
遍
的
な

立

湯
で

..
恥

良

一

郎

J
町

約

■
､

竹

i
軒

ト

.
い
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如

あ

る

が
､

マ

ル

ク

ス

は
こ

の

段
階
で

は

ま
だ

そ

れ

を

現

実
の

な
か

に

は

見
出
し

え

て

い

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

の

理

恵
と

現

実
､

あ

る

い

は

理

性
と

現
存
と
の

矛
盾
対

立

1

卜
こ

の

矛

盾
対

立

は

す
で

に

遠
く
マ

キ

ア
ペ

ル

リ

の

直
面

し
た

も

の

で

あ
っ

て

そ
こ

か

ら

近

代
政
治
学
が

生
れ

た

と
い

う
事
実
の

も

つ

意
味
は

重

要
で

あ
る

-
1
そ

れ

を
マ

ル

ク

ス

は

ど
の

よ

う
に

の

り
こ

え

よ

う

と

す
る

の

か
｡

そ
の

解
決
の

方

向
を

､

ま

ず
マ

ル

ク

ス

は

『

歴
史
法
学
派
の

哲
学
的

茎
一
一

口

』

の

中
で

摸
索
す
る

｡

そ
こ

で

マ

ル

ク

ス

は

現
存
的
な

も
の

の

な
か

に

も
は

や

理

性
的
な

も
の

を

み

ず
､

理

性
的
な
も

の

を

現
存
的
な

も
の

に

抽
象
的
に

対

立
さ

せ

る

啓
蒙
主
義
を

批
判
し

､

さ

ら
に

そ

の
一

つ

の

所
産
と

し
て

､

理

性
的
な

も
の

の

な
か

に

な

ん

ら
の

現
実
的
な

も
の

も

み

ず
､

そ

の

結
果
非
異
な

も

の

を
､

も

し

そ

れ
が

存
在
し
さ

え

す
れ

ば

全
く

妥
当

な

も
の

と

し
て

適
用
さ

せ
.

る

歴
史
学
派
を

批
判
し
て

い

る
｡

･

十

h

′

鶉
1

は
､

現

存
的
な

も
の

が

理

性
的
で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

少
し

後
に
マ

ル

ク

ス

が
､

｢

理

性
は
つ

ね
に

存
在

し

て

い

た

の

で

あ
っ

て
､

た

だ

必

ず
し

も
い

つ

も

理

性
的

な

形
態
で

は

存
在

し

な
か

っ

た

だ

け
で

あ

る
+

(

一

八

四

三

年
の

ル

ー

ゲ

宛
書
簡
)

と

述

べ

て

い

る

こ

と

は

注
目
に

価
す
る

｡

こ

れ

は

可
能

性
の

論
甥
で

あ

る
｡

現

存
す
る

も
の

の

な
か

に

理

性
へ

の

可
能
性
を

採
る

態

度
で

あ

る
｡

現
存
そ
の

も
の

が

理

性
な
の

で

は

な
い

｡

現
存
そ

の

も
の

の

な

か

か

ら

理

性
の

可

能
性
を

現
実
性
へ

転

化

す
る

態

度
で

あ

る
｡

し
か

し

以

上
の

こ

と

は

ま

だ

理

性
と

現

存
の

矛
盾

､

理

想
と

現

実
の

矛

盾
の

理

論
的
な

処
理

に

す
ぎ

な
い

｡

と
い

う
よ

り

も

む

し

ろ

そ
の

よ

う
な

姿
勢
が

存
在
し
た

か

ら
こ

そ

次
の

発
展
も

ま

た

可

能
で

あ
っ

た

と
い

う
ぺ

き
で

あ

ろ

う
｡

そ

の

発
展
は

｢

ラ

イ
ン

新

聞
+

掲
載
の

第
三

論
文

『

木
材
窃
盗
取
締
法
に

か

ん

す
る

討
論
』
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支
え

ら
れ

て

お

り
､

徒
り

て

普
遍
的
で

あ
る

と

同
時
に

現
実
的
で

も

あ
る

か

ら
で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は
､

｢

貧
民

階
叔
の

こ

れ

ら

の

慣
習
の

な

か

に

本
能

的
な

権
利
感
覚
+

を
､

｢

自
己

自

身
の

ほ

か

な
･
に

も
の

も

所

有
し

な
い

所
有
者
の

利
益

保

護
の

た

め

の

法

感

情
､

公
正

感

情
+

を

見
出
す

｡

そ

こ

で

は

社
会
の

衝
動
カ
と

普
遍

的
理

性
的
な

も
の

と
が

合
致
し
て

い

る

の

で

あ

り
､

普
遍
的
な

鴻

の

が

濁

実

的
な
の

で

あ

る
｡

｢

利
害
は

実
践
的
な

カ
を

も

つ

も

の

で

あ

る
+

と
マ

ル

ク

ス

は

い

う
｡

し
か

し

実

践
的
滋

カ
を
も
つ

利

屠
に

も
二

つ

の

種
類
が

あ

る
｡

普

遍
的
理

性
的
な

法
に

反

す
る

私

的
利
害

､

そ

の

よ

う
な

｢

利
害
ほ

そ

の

本
性
上

､

盲
目

的
な

､

無

制
限

な
､

一

面

的
な

､

一

言
で

い

え

ば

無
法
な

自
然
本
能
+

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で

私

的
利
害
の

立

場
は
つ

ね
に

臆
病
で

あ

り
､

臆
病

な

人

跡
は

残
酷
で

あ

る
｡

そ

れ
は

そ

の

実
践

カ
を

､

｢

お

れ

は

お

れ

の

敵
を

刺
し

殺

す
ぞ

!
+

と
い

う

形
で

示

す
｡

｢

利

己

心

の

論

理

ほ

ど

恐

し
い

も
の

は

な
い

｡

+

貧
民
の

慣
習

的

権

利

は
､

こ

の

よ

う
な

実
践
力
を

も
っ

た

私
的
利
害
に

対

抗
し

う
る

や

ほ

り

実
践

力
を

も
っ

た

-
生

活
欲

求
に

根
ざ

し

て

い

る

か

ら

-
普
遍
的

な

利
害
で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は
こ

の

よ

う
な

意
味
で

貧
民
の

立

場

の

意
味
を

把
握
す
る

｡

し
か

し
こ

の

場
合
で

も
マ

ル

ク

ス

は

次
の

よ

う
な

条
件
づ

け
を

与
え

て

い

る

こ

と
に

注
意
す
べ

き

で

あ
る

｡

っ

ま

り

雇
習
的
穐
利
が

理

性
的
な

も
の

で

あ

り

う
る

の

ほ
､

た

紛

だ
､

そ

の

権
利
が

法

律
と

な

ら

ん
で

法
律
の

外
に

存
在
し

､

し

か

も

そ

の

慣
習
が

や

が

て

法

律
上
の

権
利
と

な
る

ぺ

き

も
の

を

先

取

り

し

て

い

る

易

合
だ

け
で

あ

る
+

と
｡

｢

何
も
の

も

も

た

ぬ
+

貧

民
の

欲

求
や

慣
習

的
権
利
は

理

論
的
に

は

法
の

先

取
り

を

し

た

普

遍
的
な

も
の

で

あ

り

理

性
的
な
も

の

で

あ

る
｡

し
か

し

そ

れ

は
あ

ヽ

ヽ

ヽ

く

ま
で

も
理

論
上
の

こ

と

で

あ
っ

て

そ

れ

以

上

で

は

な

い
｡

｢

理

論
上
+

と

は
､

｢

現

存
的
な

も
の

ほ

理

性
的
で

あ

る
+

と
い

う
さ

き

に

指
摘
し
た

姿
勢
で

あ

り

見
方
で

あ

る
｡

現

存
的
な
も

の

の

な
か

ヽ

ヽ

に

理

性
的
な

も
の

を

さ

ぐ

る

見
方
の

こ

と
で

あ
る

｡

し

か

し

事
実

上
に

お

い

て

は
､

現
存

的
な

も
の

は

理

性
的
で

あ

る

に

し
て

も
､

そ

の

理

性
的
な

も
の

は

｢

必

ず
し

も
い

つ

も

理

性
的
な

形

態
で

は

■

存
在
し

て
■

い

な
い
+

の

で

あ

る
｡

事
実
上

は

｢

何
も

の

も

も

た

ぬ
+

貧
民

は

常
に

必

ず
し
も

理

性
的
で

は

な
い

の

で

あ
る

｡

貧
民

ヽ

ヽ

ヽ

が

理

性
的
で

あ

り

普
遍
的
で

あ

る

の

は

理

論

的
に

そ

う
な
の

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は
､

普
遍
的
な
も
の

と

現

実
的
な

も
の

と

の

分

裂

の

解
決
を

､

貧
民
の

生

活

欲
求
の

う
ち
に

見
出
す
方

向
に

お

い

て

ヽ

ヽ

ヽ

さ

ぐ

り

あ
て

る
｡

理

論
的
な

現
実
化
さ

る

べ

き

可
能
性
と

し

て

そ

の

よ

う
な

蓋
然
性
を

本

質
的
に

は

も
つ

と
い

う
意
味
で

あ

る
｡

そ

ヽ

ヽ

ヽ

れ

は

理

論
的
な

処
理
で

あ
っ

て
､

事
実
そ

の

も

の

で

は

な
い

｡

事

虹

l

ド

､
む
■
r

ト

ヤ

.

十

一
即

､

止
り

.
ト

i
町

←

-

く
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実
に

お
｢
い

て

は

貧
民

と
い

え

ど

も

常
に

理

性
的

普
遍
的
で

あ

る

わ

け
で

な
い

の

で

あ
っ

て
､

た

だ

そ

の

生

活
欲

求
に

即

す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

よ

り

容
易
に

よ

り

現

実
的
に

普
遍
的
で

あ

り

う
る

の

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

の

主
張
は

､

貧
民
の

立

場
を
そ

の

理

性
的
な

生

活
欲
求
に

合
致
さ

せ

る

方

向
に

お

い

て

解
決

す
る

と

い

う
一

つ

の

可

能
性
(

そ

れ

は

き

わ

め
て

現

実

性
に

み

ち
て

い

る
)

の

問
題
で

あ

る
｡

私

的

利
害
の

実
践
力
に

対

抗
し
て

理

性
的

な
も

の

を

現

実
に

実
現
す
る

に

は

そ

れ

以

外
に

道
は

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

中
間
的
に

結
論
的
命
題
を

提
出
し

ょ

う
｡

以

上
の

考
察

で

｢

理

論
的
+

と

｢

事
実
上
+

と
い

う
表
現
を

対

比

的
に

用
い

て

き

た
が

､

『

資
本
論
』

の

体

系
や

そ

の

他
マ

ル

ク

ス

主

義
の

｢

理

論
+

偲
､

主
と

し
て

こ

の

理

論
の

世
界
を

対

象
と

す
る

の

に

対

し

て
､

マ

ル

ク

ス

主
義
の

｢

歴
史
+

は

主
と

し
て

｢

事
実
+

の

世

界

を

対
象
に

す
る

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

理

論
の

世

界
､

そ

れ

は

｢

現

存
的
な

も
の

は

理

性
的
+

と
い

う
立

場
､

現

存
的
な

も
の

を

理

性
的
な

も
の

と

し
て

処
理

す
る

立

場
､

あ

る

い

は

む

し

ろ
か

く
あ

る

ぺ

漕
世

界
の

立

場
で

あ
る

｡

こ

れ

に

対

し

て

｢

歴
史
+

が

対

象

と

す
る

事
実
の

世

界
､

そ

れ

は
+

理

性
的
な
も

の

が

現

実
に

ど

れ

ヽ

ヽ

ほ

ど

理

性
的
形
態
で

存
在
し

て

い

た

か
､

あ
る

い

は
い

な

か
っ

た

か

を
明

ら
■
か

に

す
る

立

場
で

あ

る
｡

こ

こ

で

ほ

む

し
ろ

現

存
的
な

▲

｢

一

色
ワ

■一

一

も
の

と

理

性
的
な
も

の

と
の

距
離
が

測
定
さ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

そ
の

意
味
で

理

論
の

存
在
を

前
提
と

す
る

が

し
か

し

理

論
を

事
実

に

投
影
す
る

こ

と

は

｢

歴
史
+

の

破

壊
で

あ

り
､

歴
史
の

自
演
で

あ
る

｡

｢

理

論
+

の

立

場
は

､

現

実
を

理

性
的
に

処
理

し

て

一

般

性
に

お

い

て

普
遍
的
な

も
の
.

を

展
望
し

､

一

般
性
に

お

い

て

か

く

あ

る
べ

き
こ

と

を
さ

し
示

す
｡

｢

歴
史
+

の

立

場
は

､

現

存

す
る

理

性
的
な

も
の

の
.

非
理

性
的
な

形
賂
の

穀
度
を

さ

し

示

す
こ

と

に

よ
っ

て
､

特
殊
具
体
的
に

普
遍
的
な

も
の

へ

の

あ

り

方
に

反
省
を

促
す

｡

具
体

的
に

い

え

ば
こ

う
で

あ

る
｡

例
え

ば

『

マ

ル

ク

ス

主

ヽ

ヽ

義
』

の

理

論
体

系
(

『

資
本

論
』

を

含
む
)

に

お

い

て

は

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

を

労
働
力

以

外
に

｢

失
う
ぺ

き

何
も
の

も

も
た

ぬ
+

故

に

現

実
を

も
っ

と

も

正

し

く

視
る

こ

と

が

で

き
､

も
っ

と

も

革
命

的
で

あ

る

と

規
定

し
､

そ

の

規
定
の

う
え

に

社

会
主
義

一

般
を

展

望
す
る

｡

こ

れ

は

｢

現
存
す
る

も
の

を

理

性
的
に

み

る
+

理

論
の

立

場
で

あ

る
｡

し
か

し

現

実
に

お

い

て

は
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

と

い

え

ど

も

常
に

現

実
を
正

視
す
る

と

は

限
ら

ず
誤
る

こ

と
が

あ

り

う
る

の

で

あ

る

し
､

ブ

ル

ジ

ョ

ア

ジ

ー

と

い

え

ど

も
､

常
に

剰
余

価

値
と
い

う
経
済
範
疇
の

人

椿
化
(

こ

れ

も

｢

現

存
的
な

も

の

は

理

性
的
+

で

あ

る

と

す
る

理

論
的

把

握
で

あ

る
)

で

あ

る

に

と

ど

ま

ら

ず
､

現
実
に

ほ

そ

の

ま

え
に

は

哉
多
の

選
択

の

可

能

性
が

存

在

脱
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し
､

現
実
に

卸

す
る

よ

み

の

深
さ

と

残
さ

の

差
異

､

絶
つ

で

ま

た

現
実
に
■

対

す
る

対

処
の

仕
方
の

幅
が

あ

る
｡

こ

れ

を

あ

き

ら
か

に

す
る

の

が

歴
史
の

課
題
で

あ

り
､

現

実
の

側
か

ら

与

え

ら
れ

て

い

る

現

実
的
可
能
性
を
あ

き

ら

か

に

し

て
､

そ

れ
に

至

ら
ざ

る

を

批

判
す
る

の

が

歴
史
的
批
判
の

役
割
で

あ
っ

て
､

例
え

ば

社
会
主

義

一

般
を

理

論
や

主
義
と

し

て

主
張

す
る

こ

と
は

｢

歴
史
+

の

役
割

で

は

な
い

の

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は

人

間
の

疎
外

を

論
じ

た
『

経
済
学
哲
学
手

稿
』

で
､

人

間
性
の

完
全
な

喪
失
と

し
て

の

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
､

従
っ

て

も
っ

と

も

革
命
的
な

階
放
と

し
て

の

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

に

注
目

し
た

が
､

そ

の

際
マ

ル

ク

ス

が

次
の

よ

う
に

述
べ

七

い

る

の

は
､

上

述
の

こ

と

を

関
連
し
て

注
目

す
べ

き

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は

い

ぅ
｡

｢

い

ま
こ

こ

で

は
､

あ

れ
こ

れ
の

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

が
､

あ

る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

い

は

全
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

が
､

な

に

を

あ

る

と

き
に

目

的
と

し

て

考
え

た
か

が

問
題
な
の

で

は

な
い
｡

か

れ

ら

が

な

ん

で

あ

る

ヽ

ヽ

か
､

そ

し
て

こ

の

あ

る

に

応
じ
て

彼
ら
が

歴
史
的
に

な
に

を

な

す

ぺ

く

強
い

ら
れ

て

い

る

か
､

こ

れ
が

問
題
な
の

で

あ

る
+

と
｡

こ

ヽ

ヽ

ヽ

の

文

革
に

示
さ

れ

て

い

る

区

別
に

注
目
せ

よ
｡

一

方
は

､

あ

れ
こ

､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

れ

の

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

が

な
に

を

あ

る

と

き

に

目

的
と

し
て

考
え

た

か

の

問
題

-
こ

れ

は

ま
さ

に

歴
史
的
考
察
の

対

象
で

あ
る

｡

そ

虹

ヽ

li l

腎
サ

､

}

+
町

れ

と

区

別
さ

れ

た

形
で

､

｢

歴
史
的
に

な

す
ぺ

く
し
い

ら

れ

て

い

棚

る

こ

と
+

の

問
題

､

こ

れ

が

理

論
的

考
察
の

対

象
で

あ

る
｡

理

論

問
題
は

､

あ
る

と
き

あ

る

と
こ

ろ
の

現

実
で

は

な
い

こ

と

は

も

ち

ろ

ん
､

あ

る

べ

き

と

こ

ろ
の

｢

自
覚
+

の

問
題
で

も

あ

る

の

で

あ

る
｡

つ

ま

り

｢

階
叔
+

と
い

う
の

は
､

社
会
構
成
体
の

構
造

上
の

客
観
的
な

問
題
で

あ

る

と

同

時
に

､

む
し

ろ

そ

の

方

向
に

志

向

す

べ

き

｢

自
覚
+

(

階

級

意

識
)

の

問

題
で

あ

る
｡

｢

階
奴
+

と
い

う

の

は

従
っ

て

｢

歴
史
的
社

会
的
+

な
理

想
的
な

概
念
で

あ
る
｡

し

か

し

政

治
史
上
で

は

む

し

ろ

｢

民

衆
+

と
い

う

概
念
が

よ

り

現

実

的
で

あ

る
｡

こ

れ

は

｢

政
治

的
歴
史
的
+

な

実
在
概
念
で

あ
る

｡

｢

民

衆
+

と
い

う
概
念
は

経

済
理

論
(

『

資
本

論
』

)

の

範
疇
に

な
る

こ

と

は
で

き

な
い

が
､

政
治
史
的
考
察
に

お

い

て

は

重

要
な

要
因

で

あ

る
｡

政

治
史
的
に

は

歴
史
の

主
体

は

民

衆
で

あ

り
､

そ

れ

が

｢

階

級
+

的
自
覚
を

も
つ

方
向

に

お

い

て

理

論
を

も
つ

こ

と

を
マ

ル

ク

ス

主
義
は

要
求
し

て

い

る

わ

け
で

あ

る
｡

初
期
マ

ル

ク

ス

研

究
に

関
連
し
て

提
起
す
べ

き

第
二

の
､

マ

ル

ク

ス

を

経
済
理

論
家
と

し
て

把
え
る

こ

と

に
よ
っ

て

従

来
不

問
に

附
さ

れ

て

き

た

第
二

の

重

要
な

問
題

､

そ

れ

が

実
は
こ

の

｢

民

衆
+

の

問
題
で

あ
る

｡

｢

ラ

イ

ン

新
聞
+

時
代
の

マ

ル

ク

ス

は
､

次
の

問
題
に

直
面

し

た
｡

そ

れ

は

い

わ

ゆ

る

｢

自
由
人
+

と

の

紛
争
で

､叶

▲

｢

〆

..

さ
.
.

■

-

.





た

よ

う
な

ー
を

批
判
の

対

象
と

し
て

も
､

そ

れ

は

決
し
て

原
理

幼

の

水

準
の

達
し

な
い

こ

と
で

は

な
.い
｡

∴

…
:

こ

れ

ら
の

政
治
問
題

(

ひ

ど
い

社

会

主

義
着
た

ち
の

意
見
に

よ

れ

ば
､

こ

れ

ら

は

と
る

に

た

ら

ぬ

も
の

で

あ

る
)

に

た

ち
い

る

こ

と

が

で

き
る

ば
か

り
で

な

く
､

立

ち
い

ら

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

の

で

あ
る
+

と
｡

マ

ル

ク

ス

主

義
を

ヽ

ヽ

社
会
経
済
的
な
理

論
と

し
て

の

み

把
握
す
る

こ

と

は
､

そ

れ

を
一

面

化

す
る

こ

と
で

あ
る

｡

い

う
ま
で

も

な

く

民

衆
の

大

多
数
が

現

実
に

解

放
さ

れ
､

そ
の

現
実
の

欲
求
が

実
現
さ

れ

る

た

め
に

は
､

現
実
に

は

そ

れ

に

逆
う
あ

る

部
分
が

排
除
さ

れ

ざ

る

を

え

ず
､

あ

る

部
分
の

特
権
が

抑
圧
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ず
､

そ

こ

に

｢

階

叔
+

と

｢

革
命
+

の

問
題
が

生

ず
る

の

で

あ
っ

て
､

従
っ

て

マ

ル

ク

ス

は

｢

政
治
的
理

性
は

偏

狭
で

あ
る
+

と

い

う
の

で

あ

る

が
､

政
治

研
究
も

ま

た
､

民

衆
の

具
体

的
利
益
の

実
現
の

た

め
こ

の

よ

ぅ
な

諸

条
件
を

も

対

象
に

し

な

け
れ

ば

な
ら

ぬ
｡

そ

し
て

そ

の

際

｢

階

叔
+

の

問
題
と

関
連
し
て

社
会
経
済
的
要
因
が

考
慮
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

の

で

あ

る

が
､

し

か

し
こ

の

諸

条

件
の

な

か

に

は
､

例
え
ば

身
分
議
会
制
度
か

代
議
制

度
か

と
い

っ

た

政

治
プ

ロ

パ

ー

の

問
題
が

含
ま
れ

る

ば

か

り

で

な

く
(

民

衆
の

具
体
的
利
益

の

実
現

が

あ

る

時
点
で

い

か

に

困

難
で

あ
っ

た

か
(

た

と

え

ば

帝
ス

ラ

グ

民

族
七

っ

い

て

マ

ル

ク

ス

が

分

析
し

た

如
く
)

と

い

う
こ

と

も

政

ト

.

心

.
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一

.
イ

l
一

月

書

十

h

色
グ

ー

治
史
の

対

象
と

な
る

の

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

は
､

一

八

四
四

年
の

『

批
判
的
論
評
』

に

お

い

て

｢

社

会
的

困

窮
に

は

社
会
的
理

解
力

を
､

政

治

的
困
窮
に

は

政

治
的
理

解
力
を
+

対

置
す
べ

き

だ

と

主

張
し
て

い

る
｡

さ

て

つ

ぎ
に

初
期
マ

ル

ク

ス

に

関

連
し
て

言
及

す
べ

き

第
三

の

問
題
は

､

人

間
疎
外
論
の

発
展
的
解
消
の

意
味
で

あ
る

｡

マ

ル

ク

ス

が

哲
学
的
な

人

間
疎
外

論
に

上

ど

ま

り

え

ず
そ
の

後
の

展
開
を

示

し
た

そ

の

意
味
で

あ
る

｡

従

来
は

こ

の

人

間
疎
外

論
も

や

は

り

経
済
理

論
の

観
点

か

ら
の

み

問
題
に

さ

れ

て

き
た

｡

と
こ

ろ

で

哲

学
的
人

間
疎
外

論
の

解
消
は

､

『

ド

イ

ツ
･

イ

デ
オ

｡

ギ

ー
』

に

お

い

て

完
成
さ

れ

る

と
み

る

の

が

妥

当
で

あ

り
､

そ

し
て

そ

の

中
に

こ

の

解
消
の

意
味
を

と

く

鍵
が

か

く
さ

れ

て

い

る
｡

麒
論
的
に

い

え

ば
そ

の

意
味
に

は
二

つ

の

面
が

あ
る

｡

第
一

に
､

マ

ル

ク

ス

が

｢

聖
サ

ン

チ
ョ

ー
+

(

シ

ュ

テ

イ

ル

ナ

･
)

を

批
判
し

て

次
の

よ

う

に

述
べ

て

い

る

こ

と

に

注
目

す
べ

き

で

あ

る
｡

つ

ま

ひ

｢

…
･

す
べ

て

の

現

実
的
な

諸

関
係
を

…

…

疎
外
と
い

う
全

く

抽
象
的
な

語
句
に

転
化
す
る

こ

と

以

外
に

は
､

何
ご

と

も

問
題
に

な
っ

て

い

な
い

｡

従
っ

て

す
べ

て

の

純

粋
に

経
験
的
な
･
関
係
の

発
展
に

代
え

て
+

疎
外
の

…

…

〔

単
な
る

思
想
〕

を

置
く
と
い

う
こ

と

が

こ

こ

に

出
現
す
る
+

七
こ

の

言
葉
は
マ

ル

ク

ス

に

と
っ

て
+

つ

の

自

己

反
省
の

意
味
を

も
っ

て

い

る
｡

つ

ま

り

経
験
的
な

諸

事
実
を

､

一

般
的
な

哲
学
的

概

念
に

帰
着
さ

せ

る

と
い

う
哲
学
的

図

式
主
義

(

マ

ル

ク

ス

は
こ

れ

を

｢

経

験
的

な

事
実
を

哲

学

的

な

シ

ァ

ボ

で

つ

か

ま
え

る
+

と
い

う
表

現

を

用
い

て

批
判
し

て

い

る
)

に

対

す
る

自
己

反

省
､

こ

れ

が

マ

ル

ク

ス

が

疎
外

論
か

ら

離
れ

た

第
一

の

理

由
で

あ

る
｡

こ

れ

は
い

わ

ば

方

法
論
的
な

理

由
で

あ
る

｡

マ

ル

ク

ス

が

人

間
疎
外

静
か

ら

離
れ

た

第
二

の

理

由
は

､

元

来

人

間
疎
外

か

ら
の

人

尚
性
の

回

復
と
い

う
人

間
解
放
の

問
題
に

出

発
し

な

が

ら
､

｢

人

間
+

の

立

場
に

と

ど

ま
る

限
り

現

実
に

は

人

間

の

解
放
た

り

え

な
い

こ

と

を

自

覚
せ

ざ

る

を
え

な
か
っ

た

結
果
で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

｢

人

間
+

と
い

う
も
の

を
ふ

り

ま
わ

す
ド

イ

ツ

哲
学
に

対

す
る

マ

ル

ク

ス

の

批
判
に

､

ま

た

従

来

哲

学

者
は

｢

人

間
+

を

さ

ま

ざ

ま
に

定
義
し
て

き

た

が
､

哲
学
的
に

定
義
し

て

も

結
局
人

間
と
い

う
も
の

は

分

ら
ぬ

の

だ

と
い

う
マ

ル

ク

ス

の

述
懐
に

示
さ

れ

て

い

る
｡

結

論
的
に

い

え
ば

､

｢

人

間
+

解
放
は

､

た

だ

｢

階
級
+

的

解
放
と

し

て

の

み
､

現

実
的
で

あ

り

う
る

と
い

う
認

識
で

あ
る
｡

マ

ル

ク

ス

が

人

間
疎
外

論
か

ら

離
れ

た

以

上

二

つ

の

理

由
の

も
つ

意
味
は

一

般
的
理

論
と

現

実
と

の

関
係
に

つ

い

て

の

マ

ル

ク

ス

の

新
し
い

把
握
の

仕
方

に

関

連

し

て

重

要
で

あ

る
｡

少
し

長
い

が

引
用
し

ょ

ぅ
｡

4 ∂5
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｢

か

く
て

現
実
吋
な
生

活
に

お
い

て

は
､

思

弁
の

や

む

と

こ

ろ
. ､

-

現

実
的
な

実
証

的
な

科
学
が

始
ま
る

｡

人

間
の

実
践
的
な

活

動
の

､

実

践

的
な

発
展
過

凝
の

叙
述
が

始
ま
る

｡

意
識
に

関
す
る

空
論
は

や

み
､

現
実
的
な

知
識
が

そ

れ

に

代
ら

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

独

立

せ

る

も
の

と

し
て

の

哲
学
は

､

現
実
の

叙
述
が

行
わ
れ

る

と

と

も
に

､

そ
の

存
在
の

媒
質
を

失
う

｡

こ

の

哲
学
に

代
り

う
る

も
の

は
､

た
か

だ

か
､

人

間
の

歴
史
的
発
展
の

観
察
か

ら

抽
象
さ

れ

う

る

と
こ

ろ
の

最
も

一

般
的
な

結
論
の

総
括

ぐ

ら

い

な

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

抽
象
の

結
果
え

ら

れ

る

も

の
■
も

､

そ

れ

だ

け

と

し

て

は
､

す
な

わ

ち
､

現

実
の

歴
史
か

ら

切
り

離
さ

れ

て

は
､

皆
目

な

ん

ら
の

価
値
を

も

も

た

な
い

｡

そ

れ

は

歴
史

的
資
料
の

盤
理

を

容

易
に

し

た

り
､

各
時
代
の

順
序
を

暗
示

し

た

り

す
る

こ

と
に

役
立

ち

う
る

だ

け
で

あ

る
｡

し
か

し

な
が

ら

そ
れ

は

哲
学
の

よ

う
に

､

そ

れ

に

さ

え

従

え

ば

歴
史
上
の

諸

時
代
を

整
頓
し

う
る

と
い

う
よ

ぅ
な

処
方

箋
又
は

図
式
を

与
え

る

も
の

で

は

決
し

て

な
い
｡

む

し

ろ

反
対
に

､

あ

る

過
去
の

時
代
の

も
の

た

る

と
､

現

代
の

も

の

た

る

と
を

問
わ

ず
､

わ

れ

わ

れ

が

資
料
の

観
察
お

よ

び

整
理

､

す
な

わ

ち

現

実
的
な

叙

述
に

携
わ

る

と

き
､

初
め

て

困

難
が

始
ま
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

困

難
を

除
去
す
る

方

法
は

､

こ

こ

で

は

指
摘
で

き

な
い

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

は
､

各

時
代
の

個
人
の

現

実
的
な

生

活

過
程
と

行

動
と
の

研
究
の

結
果
を

倹
っ

て

初
め
て

判
明

す
る

と
こ

▲
甜J

T

ろ
の

諸
前
捷
に

よ

ら
ね

ば

な
ら

ぬ
｡

+

こ

れ

は

史
的
唯

物

論
の

公

式
が

す
で

に

構
想
さ

れ

て

い

る

段
階
で

の

マ

ル

ク

ス

の

言
葉
で

あ

る

こ

と

を

銘
記
し

､

こ

こ

に

は

現

実
的
な

実

証

的

科

学
の

立

場

と
､

一

般
的
な

理

論
や

概
念
の

限

界
性
が

指
摘
さ

れ

て

い

る

こ

と

に

注

意
し

ょ

う
｡

四

『

独

仏

年
話
』

の

な
か

で

マ

ル

ク

ス

自

身
が

指
摘
し
て

い

る

よ

ぅ
に

､

当

時
マ

ル

ク

ス

の

時
代
に

あ
っ

て

は
､

｢

｢

ど
こ

か

ら
+

と

い

う
こ

と

に

つ

い

て

は

な

ん

の

疑
い

も

な
い

の

に
､

｢

ど
こ

へ

+

を

問
題
に

す
れ

ば
こ

れ

に

つ

い

て

混
乱
は

ま

す
ま

す
ひ

ろ

が
っ

て
+

い

く

｢

無
政
府
状
態
+

に

あ
っ

た
｡

ど
こ

に

行
く
べ

き
か

､

こ

の

一

般
的
な

目

標
の

欠

如
と

混
乱

､

こ

れ

が

十

九

世

紀
前
半
に

歴
史

哲
学
が

流
行
し
た

一

つ

の

理

由

で

あ

る

(

ヘ

ー

ゲ
ル

や
コ

ン

ト
)

｡

そ
の

際
マ

ル

ク

ス

の

独

自

性
は

､

歴
史
哲
学
的
に

｢

世

界
を

教
条

的
に

予

想
し

な
い

で
､

古
い

せ

界
の

批

判
の

な

か

か

ら

新
し
い

世

界
を

見
い

だ

そ

う
と
し
+

､

｢

現
存
す
る

一

切
の

も
の

の

仮
借
の

な

い

批
判
+

こ

そ

｢

現

在
や

り

と

げ
な

け

れ

ば

な

ら

な
い

こ

と
+

だ

と

考
え

た

点
に

あ
っ

た
こ

と

ほ

云

う
ま

で

も

な
い

｡

注

意
す
べ

き

1

.
♭

■

.
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ぎ
r

h

一

レ

山
一
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一

イ

ヨ

､

句

点

は

ま
さ

に

『

資
本
論
』

こ

そ

が
､

従

来
の

歴
史
哲
学
に

か

わ
っ

て

｢

古
い

せ
界
の

批
判
の

な

か

か

ら

新
し
い

世

界
を

見
い

だ

す
+

と
い
■
う

ー

般
的
目

標
に

か

か

わ

る

課
題
に

答
え

よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
っ

た

と
い

う
こ

と
で

あ

各
｡

資
本
主
義
体

制
一

般
の

歴
史
経

過
性
と

そ

の

内
的
矛
盾
の

構
造
を

批
判
的
に

考
察
し

､

そ

こ

か

ら

社
会
主
義
体

制
一

般
の

必

然
性
を

見
通

そ

う
と

し

た
の

は
､

方

法

の

う
え

で

は

教
条
的
歴
史
哲
学
的
で

な
い

に

し

て

も
､

対

象
の

う

え
で

は

歴
史
哲
学
的
課
題
(

一

般
的

方

向
の

確
定
)

を

追
求
し

た

も

の

に

伯
な

ら

な
い
｡

そ

し
て

マ

ル

ク

ス

の

時
代
に

あ
っ

て

は
､

従

来
の

歴
史
哲
学
に

か

わ
っ

て
一

般
的
な

方
向

と

目

模
を

指
し

示

す

こ

と
が

き

わ

め
て

重

要
な

意
味
を

も
っ

て

い

た
こ

と

は
い

う
ま
で

も

な
い

｡

し
か

し

同

時
に

､

こ

の

よ

う
に

資
本
主
義
を

主
義
と

し

て
一

般
的
に

批
判
し

､

社
会
主
義
を

主
義
と

し
て

一

般
的
に

主

張

す
る

に

と

ど

ま

ら

ず
､

具
体

的
実
践
的
に

は

む

し

ろ

現

実
の

側
か

ら

提
起
さ

れ

る

特
殊
具
体

的
な

諸
問
題
を

､

総
体
と

し

て

の

具
体

的
な

諸
条
件
の

な

か

で
､

全

体

と

し
て

の

前
進
の

た

め

に

ど

う

判

断
し
い

か

に

対

処
す
べ

き

か

と
い

う
綜
合
的
な

把
握
と

具
体

的
な

方

針
を

有
し
て

い

た
こ

と

は

注
目

す
べ

き
で

あ
る
｡

そ

し
て

む

し

ろ

｢

社
会
主

義
+

と
い

う
も
の

は
､

そ

う
い

っ

た

特
殊
具
体

的
な

諸
問

題
に

つ

い

て

の

対

応
の

仕
方

の

な

か

に

実
在
し

､

社
会
体

制

L
･

山

■
∴

鳥
ア

1

一

般
に

つ

い

て

の

経
済
理

論
は

､

そ

れ

自
体
｢

社

会
主

義
+

と

し

て

の

主
義
の

正

当
性
を

も

保
証
す
る

も
の

で

は

な
い

と

ま
で

極
言

し

う
る

か

も

し

れ

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

ほ

例
え

ば
ロ

シ

ア

に

お

け
る

ポ

ル

シ

ェ

ダ
イ

キ

と
メ

ン

シ

ュ

ダ
イ

キ

の

分

裂
の

な

か

に

示
さ

れ
て

お

り
､

メ

ン

シ

テ

ゲ
ィ

キ

は
マ

ル

ク

ス

主

義
を

社
会

経
済
の

発
展
段
階
説
や

経
済
理

論
の

図

式
に

解

消

し
(

こ

れ

を

も

っ

と

政

治

史
的
に

表
現

す
れ

ば

｢

民

衆
+

の

立

湯
を

離
れ
て

観
念
化
し

た

と
い

う
こ

と
で

あ

る
)

､

農
民

問
題
や

民

族
間
題
を

正

当
に

評

価

し

え

な
か
っ

た
の

で

あ
る

｡

そ

の

う
え

十
九

世

紀
の

後
半
以

降
に

至

れ

ば
､

社

会
の

客
観
的

な

社

会
経
済
的
な

要
因
と

変
革
主

体
の

政

治
的
主

体
的

要
因
と
の

関
連
は

複
荘
化
し

て

お

り
､

例
え

ば

客
観
的
に

は

ブ

ル

ジ

ョ

ア

的

な

変
革
を

主

体

的
に

は
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

と

農
民
が

担
当

す
る

(

ロ

シ

ア

革
命
の

場
合
)

と

か
､

客
観
的
に

ほ

資
本
主
義
の

末
期
に

主

体
的
に

は
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

の

み

な

ら

ず
広
範
な
あ

ら

ゆ
る

諸
層
の

民

衆
が

結
集
す
る

(

人

民

戦
線
の

場
合
)

と
い

っ

た

事
態

､

ま

た

経
済
的
あ

る

い

は

生

産
力
的
に

は

後
進
国
で

あ

り

な
が

ら

政

治
的
に

は

(

ア

メ

リ

カ

に

対

し
て

さ

え
)

先

進
国
で

あ

る

と

い

う

事

態
(

中

華
人
民

共

和
国
の

場
合
)

が

存
在
す
る

の

で

あ

る
｡

以

上
の

こ

と

は

直
接

的
に

政
治
的
な

実
践
上
の

方

針
に

か

か

わ

抑



ヽ

ヽ

る

だ

け
で

な

く
､

･
社

会
科
単
の

綜
合
性
に

と
っ

て

も

重

要
な

意
味

を
も
つ

こ

と

は

云

う
ま
で
･
為

な
い
｡

社
会
経
済
的
要
因
が

自
然
史

的
過

幕
を

辿
り

､

そ

れ

に

対

応
し

て

政
治
的
上

部
構
造
が

変
動
す

る

と
い

う
一

般
的
命
題
は

､

新
た

な

展
開
を

要
請
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

し

か

も
こ

の

論
文
で

考
察
し
た
マ

ル

ク

ス

の

政
治
諸

論
文
に

お

け

る

理

論
や

方

法
が

､

そ

の

ま
ま

現
代

.
の

理

論
や

方

法
た

り

う
る

ゎ

け
で

は

な
い

の

で

あ
っ

て
､

た

と

え

ば

｢

民

族
+

の

問
題
に

せ

よ
､

｢

戦
争
+

の

問
題
に

せ

よ

現

実
は

新
し
い

展
開
を

示

し

て

お

や
､

そ

れ

に

つ

れ

て

｢

階
奴
+

の

意
義

も

ま

た

マ

ル

ク

ス

の

時

代
と

は

相
対

的
に

異
っ

た

此

重

を

も
つ

で

あ

ろ

う
｡

ま

た
マ

ル

ク

ス

ほ

主
と

し
て

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

革
命
の

立

場
か

ら

進
歩
的
な

要
因
と

反

働
的
な

要
因
と

を

分

析
す
る

観
点

に

た
っ

て

い

た

の

で

あ

る

が
､

現

代
で

は

進
歩
と

反
動
と
い

う
観
点
か

ら
の

み

批
判
的
に

歴
■

史
を
み

る

こ

と

よ

り

も
､

現

実
を

綜
合
的
に

把
握
す
る

読
み

の

深

さ

の

問
題

､

現

実
の

可

能
性
を

積
極
的
に

生

か

し

て

い

く

そ

の

生

か

し

方
の

問
題
が

よ

り

重

要
性
を

も
つ

と

も
い

え
る

で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

批
判
さ

る

べ

き

は
､

ま

さ

に
､

可
能
性
を

も
っ

た
こ

の

現

実
に

㌢

ア

ル

に

対

処
で

き

な
い

非
現

実
主
義

､

ま
た

可
能
性
あ

る

問
題
に

葡
適
例
に

対

処
七

菰
い

靡
主
体

催
に

あ

る
n

と

も

い

え

よ

ト

レ

ー

ピ
r

ト

ー

ーゾ

､

ド

ヽ

ヽ

ぅ
っ

も

ち
ろ

ん

社

会
科
学
は

科
学
と

し
て

､

直
接
に

政

治
的
な

評

畑

価
や

方

針
を

掟
示

す
こ

と
に

課
題
が

あ

る

の

で

は

な

く

独

自
の

領
域
で

独

自
の

処
理

を

な

す
べ

き
で

あ

り
､

そ

の

点
で

も
マ

ル

ク

ス

の

政
治

論
文
を

そ

の

ま

ま

踏
襲
す
る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

し
か

し

そ

こ

に

示
さ

れ

る

現
実
に

対

す
る

認

識
の

仕
方
に

は
､

な

お

学

ぶ

べ

き

多
く
の

問
題
が

存
在
す
る

の

で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

の

政
治
論
文
に

対

し
て

■
今
日

の

立

場
か

ら

あ
る
一

定

の

限

定
を

な

し

う
る

よ

う
に

､

そ

の

経
済
理

論
に

対

し
て

も

あ
る

反
省
が

あ
っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し

な
に

よ

り

も

ま

ず
マ

ル

ク

ス

主

義
経
済
学
な
か

ん

づ

く

『

資
本

論
』

研

究

家
に

言
う
べ

き

こ

と
は

次
の

こ

と

で

あ

る
｡

経
済

事
象
と

与

件
(

具

体

的
に

は

政

治

的

事

象
)

と

々

区

別

し
､

与

件
を

一

局
と

し
て

理

論
の

精

密

化

を

計
る

こ

と

は

純
粋
経
済
学
の

常
道
な

の

で

あ

る

が
､

現

実
に

は

『

資
本
論
』

研
究
家
自
身
が

こ

の

道
に

踏
込
ん

で

は

い

な
い

か

ど

ぅ
か

と

い

う
r

､

と

で

あ

る
｡

『

資
本

論
』

は

本
来
踪
合

的
で

あ

り

歴
史
的
で

あ

る

と
い

う
､

本
論
文
で

示

し
た

よ

う
に

必

ず
し

も

妥

当
で

な
い

暗
黙
の

前
提
が

､

逆
に

『

資
本
論
』

を

理

論
と

し
て

の

み

満
額
化

す
る

こ

と
に

な

ん

ら
の

疑
念
も

懐
か

せ

な
い

｡

し
か

し

ヽ

ヽ

ま

ず
､

現

段
階
に

お

い

て

資
本
主
義
体
制

一

般
の

批
判

的
認
識
を

希

う
こ

と
に

ど
れ

だ

け
の

意
味
が

あ

る

の

か

を

反
省
し
て

も

よ

い

ー

づ

ト

∴
止
■

ト
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一

当
｢

.

､

■叫
1

で

あ

ろ

う
し

､

ま
た

『

資
本

論
』

か

ら

捨
象
さ

れ

て

い

る

政

治
的

主
体

的
諸

要
因
(

歴
史
的

環
境
も

含
む

｢

与

件
+
)

は

以

外

な

進
展
を

示

し
て

い

る

か

も

し

れ

ず
､

経
済
が

政

治
を

規
定

す
る

以

上
に

政

治
が

経

済
を

規
定
す
る

の

が

現

段
階
の

新
し
い

事
態
か

も

し

れ

な

い

の

で

あ

る
｡

政
治
理

論
と

経
済
理

論
と

の

新
し
い

展
開
が

ど
の

よ

う

な
方

向

に

な

さ

る
べ

き
か

の

問
題
は

､

マ

ル

ク

ス

主

義
の

場
合

な

ら
ば

､

十
九

世
紀
の

マ

ル

ク

ス

主
義
形
成
の

時
代
か

ら

現
代
に

至
る

歴
史

の

変
動
を

綜
合
的
に

追
求

す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

マ

ル

ク

ス

の

時

代
と

区

別
さ

れ

た

｢

現

代
+

の

特

質
(

｢

与

件
+

の

変
化
)

が

ま

ず

把
握

さ

る
べ

き
で

あ

る
｡

つ

ま

り
マ

ル

ク

ス

の

時
代
に

要
請
さ

れ

た

政

治
･

経
済
理

論
と

､

現

代
に

要
請
さ

れ

て

い

る

そ

れ

と

は

違

う
の

が

当

然
で

あ
っ

て

(

も

し

違
わ

な
い

と

す
れ

ば

歴
史
は

無
駄
に

経

ト

･叫

･

A
7

一

過

し
た

か

け
で

ぁ

る
)

､

そ

の

違
い

が

ど
の

点
に

あ

り

ど
一の

方

向
に

あ

る
べ

き

か

は
､

｢

現
代
+

の

歴
史
的
特
質
の

把
握
い

か

ん
に

か

か

っ

て

い

る
｡

そ

れ

は

決
し

て

マ

ル

ク

ス

の

｢

プ

ラ

ン
+

の

吟
味
に

よ

っ

て

も
､

｢

原
理

論
､

段
憺
論

､

現

状
分
析
+

の

区

分

け
に

よ
っ

て

も
､

明

ら
か

に

な

ら

な
い

で

あ

ろ

う
｡

そ

し

て

こ

の

｢

現
代
+

の

歴
史
的
特
質

-
｢

与

件
+

の

変
化

-
の

把

握
は

､

→
階
級
+

と

｢

民

族
+

と

｢

平
和
+

の

三

つ

の

問
題
の

相
互
の

関
連
と

相
互

の

規
定

関
係
を

ど

う
把

握
す
る

か

に

か

か

っ

て

い

る
｡

『

資
本
論
』

は

も
っ

ば

ら
｢

階
級
+

の

立

場
か

ら

書
か

れ

て

い

る

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

は
マ

ル

ク

ス

の

時
代
に

あ
つ

て

は

現

実
に

は

｢

階
級
+

の

立

場
の

み

が

歴
史
の

主

体
と

し
て

有
効
で

あ

り

え
た

か

ら
で

あ

る
｡

｢

現

代
+

は

果
し
て

ど

う
で

あ

ろ

う
か

｡

(

一

橋
大

学

講
師
)




