
ま
え
が
き

本

書

は

︑

フ

ラ

ン

ス

の

マ

ル

ク

ス

主

義

哲

学

者

ル

イ

・

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

︵

一

九

一

八

袞
一

九

九

〇

︶

の

思

想

研

究

で

あ

る

︒

と

は

言

え

そ

れ

は

︑

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

の

思

想

を

ま

る

ご

と

相

手

に

し

︑

そ

の

生

涯

に

わ

た

る

精

神

史

を

描

き

出

そ

う

と

す

る

も

の

で

は

な

い

(�
)
︒

あ

る

い

は

ま

た

︑

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

の

テ

キ

ス

ト

で

﹁

語

ら

れ

て

い

る

こ

と

﹂

を

過

不

足

な

く

掬

い

あ

げ

︑

哲

学

者

の

思

想

的

﹁

真

実

﹂

を

輪

郭

づ

け

よ

う

と

す

る

も

の

で

も

な

い

︒

本

書

は

よ

り

限

定

的

で

︑

し

か

し

挑

戦

的

な

研

究

で

あ

る

︒

す

な

わ

ち

そ

れ

は

︑

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

に

お

け

る

歴

史

の

偶

然

性

と

必

然

性

を

め

ぐ

る

思

考

に

強

い

光

を

当

て

る

こ

と

で

︑

諸

個

人

を

階

級

支

配

の

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

か

ら

切

り

離

し

︑

科

学

的

認

識

へ

と

導

く

教

育

の

原

理

を

炙

﹅

り

﹅

だ

﹅

そ

﹅

う

﹅

と

す

る

も

の

で

あ

る

︒

こ

う

し

た

本

書

の

性

格

は

︑

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

が

マ

ル

ク

ス

の

新

た

な

解

釈

者

と

し

て

そ

の

名

を

世

に

知

ら

し

め

た

一

九

六

〇

年

代

前

半

の

仕

事

に

由

来

す

る

︒

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

は

言

っ

て

い

た

︒

マ

ル

ク

ス

は

一

八

四

五

年

の

﹁

フ

ォ

イ

エ

ル

バ

ハ

・

テ

ー

ゼ

﹂

お

よ

び

﹃

ド

イ

ツ

・

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

﹄

か

ら

晩

年

の

﹃

資

本

論

﹄

に

至

る

過

程

で

︑

歴

史

の

科

﹅

学

﹅

︵

史

的

唯

物

論

︶

を

築

く

こ

と

に

よ

っ

て

旧

来

の

哲

学

的

意

識

と

縁

を

切

り

︑

新

た

な

哲

﹅

学

﹅

︵

弁

証

法

的

唯

物

論

︶

を

築

い

た

(�
)
︒

だ

が

︑

こ

の

新

た

な

哲

学

は

︑

マ

ル

ク

ス

の

テ

キ

ス

ト

に

お

い

て

そ

れ

自

体

と

し

て

は

不

在

で

あ

り

︑

た

だ

﹁

実

践

状

態

で

﹂

﹇

L
C
:28=58
﹈

存

在

し

て

い

る

︒

ゆ

え

に

こ

れ

を

浮

き

彫

り

に

す

る

た

め

に

は

︑

精

神

分

析

さ

な

が

ら

︑

そ

の

徴

﹅

候

﹅

か

ら

﹁

テ

キ

ス

ト

の

無

意

識

﹂

﹇

G
:542=388
﹈

を

読

み

取

ら

ね

ば

な

ら

な

い

の

だ

と

︒

本

書

は

︑

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

が

マ

ル

ク

ス

を

読

む

際

に

採

用

し

た

こ

の

﹁

徴

候

的

読

解

lecture
sym
ptom
ale
﹂

を

︑

ア

ル

チ

ュ

セ

i まえがき



ー

ル

を

読

む

際

に

採

用

す

る

︒

後

に

見

る

よ

う

に

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

は

︑

従

来

の

哲

学

を

ブ

ル

ジ

ョ
ワ

・

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

に

奉

仕

す

る

観

念

論

と

し

て

退

け

︑

あ

ら

た

に

︑

歴

史

を

偶

然

の

相

に

お

い

て

見

る

﹁

偶

然

性

の

唯

物

論

﹂

を

教

導

す

る

こ

と

で

︑

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

に

お

け

る

階

級

闘

争

に

介

入

し

よ

う

と

し

た

︒

つ

ま

り

︑

歴

史

の

偶

然

性

を

説

く

こ

と

の

教

﹅

育

﹅

的

﹅

な

﹅

効

果

に

よ

り

︑

階

級

支

配

の

必

然

性

を

正

当

化

す

る

ブ

ル

ジ

ョ
ワ

・

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

か

ら

諸

個

人

を

﹁

断

絶

rupture
﹂

し

︑

科

学

的

認

識

に

導

こ

う

と

し

た

の

で

あ

る

︒

だ

が

︑

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

は

︑

こ

の

断

﹅

絶

﹅

と

﹅

し

﹅

て

﹅

の

﹅

教

﹅

育

﹅

の

原

理

に

つ

い

て

︑

明

示

的

な

考

察

を

行

わ

な

か

っ

た

︒

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

の

テ

キ

ス

ト

に

お

い

て

そ

れ

は

断

片

的

で

間

接

的

な

形

︑

ま

さ

に

﹁

徴

候

﹂

と

い

う

形

で

し

か

姿

を

現

わ

さ

な

い

︒

そ

こ

で

本

書

は

︑

か

つ

て

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

が

マ

ル

ク

ス

の

テ

キ

ス

ト

に

対

し

て

行

っ

た

よ

う

に

︑

徴

候

的

読

解

の

手

法

を

も

っ

て

右

の

原

理

を

輪

郭

づ

け

よ

う

と

す

る

の

で

あ

る

(�
)
︒

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

よ

う

に

︑

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

は

一

九

七

〇

年

の

研

究

ノ

ー

ト

に

お

い

て

︑

教

会

︑

学

校

︑

家

族

︑

政

党

︑

組

合

︑

報

道

︑

文

化

と

い

っ

た

制

度

的

存

在

を

︑

そ

の

中

立

的

装

い

と

は

裏

腹

に

︑

資

本

主

義

的

生

産

様

式

の

再

生

産

︵

な

い

し

拡

大

再

生

産

︶

を

保

証

す

べ

く

国

家

の

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

を

諸

個

人

に

浸

透

さ

せ

る

﹁

国

家

の

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

諸

装

置

A
ppareils
Idéologiques
d’É
tat

(
Ａ

Ｉ

Ｅ

︶

﹂

で

あ

る

と

指

摘

し

た

︒

そ

れ

か

ら

五

〇

年

余

り

が

経

過

し

た

現

在

︑

諸

個

人

に

対

す

る

国

家

の

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

の

浸

潤

は

︑

我

が

国

に

お

い

て

も

行

き

つ

く

と

こ

ろ

ま

で

行

き

つ

い

た

観

が

あ

る

︒

新

自

由

主

義

と

新

保

守

主

義

の

相

互

補

完

的

イ

デ

オ

ロ

ギ

ー

は

も

は

や

社

会

の

至

る

と

こ

ろ

に

行

き

渡

り

︑

経

済

格

差

と

社

会

的

不

平

等

を

日

々

拡

大

し

︑

ま

た

排

外

主

義

と

極

端

な

ナ

シ

ョ
ナ

リ

ズ

ム

を

増

長

さ

せ

て

い

る

︒

そ

れ

ら

に

抗

す

る

民

衆

の

階

級

闘

争

は

︑

い

ま

や

か

細

い

光

と

し

て

Ａ

Ｉ

Ｅ

の

片

隅

に

残

る

に

過

ぎ

な

い

︒

こ

う

し

た

状

況

下

に

あ

っ

て

本

書

は

︑

Ａ

Ｉ

Ｅ

が

持

つ

あ

ら

ゆ

る

教

育

的

効

果

()
)
に

抗

す

る

断

﹅

絶

﹅

と

﹅

し

﹅

て

﹅

の

﹅

教

﹅

育

﹅

の

原

理

を

提

示

す

る

こ

ii



と

で

︑

Ａ

Ｉ

Ｅ

に

お

け

る

階

級

闘

争

に

合

流

し

よ

う

と

す

る

︒

す

な

わ

ち

本

書

は

︑

自

ら

の

提

出

す

る

知

見

が

Ａ

Ｉ

Ｅ

の

内

側

で

ひ

そ

か

に

継

続

さ

れ

て

い

る

階

級

闘

争

の

理

論

的

武

器

と

な

る

こ

と

を

目

指

す

も

の

で

あ

る

︒

iii まえがき



注ま
え
が
き

(�
)

自

伝

に

記

さ

れ

る

父

と

母

と

叔

父

と

の

関

係

︒

第

二

次

世

界

大

戦

に

お

け

る

従

軍

・

捕

虜

経

験

︒

抑

う

つ

の

持

病

︒

カ

ト

リ

ッ

ク

教

会

と

の

関

係

︒

高

等

師

範

学

校

の

復

習

教

師

と

し

て

の

教

歴

︒

フ

ラ

ン

ス

共

産

党

に

お

け

る

立

場

︒

ミ

シ

ェ

ル

・

フ

ー

コ

ー

︑

ジ

ャ

ッ

ク

・

デ

リ

ダ

︑

エ

テ

ィ

エ

ン

ヌ

・

バ

リ

バ

ー

ル

︑

ア

ラ

ン

・

バ

デ

ィ

ウ

︑

ジ

ャ

ッ

ク

・

ラ

ン

シ

エ

ー

ル

︑

ジ

ャ

ッ

ク

=
ア

ラ

ン

・

ミ

レ

ー

ル

ら

と

の

師

弟

関

係

︒

ジ

ャ

ッ

ク

・

ラ

カ

ン

と

の

交

流

と

決

別

︒

一

九

六

八

年

五

月

に

お

け

る

政

治

的

立

場

︒

一

九

八

〇

年

に

お

け

る

不

幸

な

事

件

︒

こ

れ

ら

の

サ

イ

ド

ス

ト

ー

リ

ー

に

つ

い

て

は

︑

本

書

に

お

い

て

ほ

と

ん

ど

触

れ

ら

れ

る

こ

と

は

な

い

︒

本

書

は

そ

れ

ら

に

強

く

ひ

き

つ

け

ら

れ

な

が

ら

も

︑

自

ら

の

対

象

を

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

の

理

論

的

テ

キ

ス

ト

に

限

定

す

る

も

の

で

あ

る

︒

(8
)

こ

の

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

に

よ

る

マ

ル

ク

ス

解

釈

に

た

い

し

て

多

く

の

批

判

が

寄

せ

ら

れ

た

こ

と

は

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

︒

本

書

は

︑

マ

ル

ク

ス

主

義

研

究

の

現

在

に

お

い

て

し

ば

し

ば

誤

読

と

さ

え

見

な

さ

れ

る

そ

の

解

釈

の

是

非

を

問

う

こ

と

は

し

な

い

︒

本

書

は

た

だ

ア

ル

チ

ュ

セ

ー

ル

が

そ

の

マ

ル

ク

ス

読

解

を

通

じ

て

︑

い

か

な

る

理

論

的

可

能

性

︵

た

と

え

そ

れ

が

マ

ル

ク

ス

の

思

想

と

無

関

係

で

あ

っ

た

と

し

て

も

︶

を

切

り

拓

い

た

か

︑

と

い

う

こ

と

を

問

題

に

す

る

も

の

で

あ

る

︒

(9
)

そ

れ

ゆ

え

本

書

の

記

述

は

︑

か

つ

て

ジ

グ

ム

ン

ト

・

フ

ロ

イ

ト

が

患

者

の

無

意

識

と

向

き

合

っ

た

と

き

と

同

様

︑

多

分

に

構

成

的

で

あ

る

︒

本

書

は

︑

断

絶

と

し

て

の

教

育

を

テ

キ

ス

ト

の

う

ち

に

直

接

見

て

取

る

の

で

は

な

い

︒

そ

う

で

は

な

く

て

︑

断

片

に

基

づ

い

て

そ

れ

を

間

接

的

に

構

成

す

る

の

で

あ

る

︒

そ

の

意

味

で

本

書

は

︑

哲

学

者

の

思

想

的

成

果

が

つ

ね

に

そ

の

明

示

的

な

記

述

の

う

ち

に

存

在

す

る

と

の

観

念

を

は

じ

め

か

ら

放

棄

し

て

い

る

︒

(;
)

本

書

が

﹁

教

育

﹂

な

い

し

﹁

学

習

﹂

の

語

を

用

い

る

際

に

は

︑

学

校

に

お

け

る

教

育

関

係

が

ま

ず

は

念

頭

に

お

か

れ

つ

つ

も

︑

そ

れ

に

と

ど

ま

ら

な

い

よ

り

広

い

文

脈

へ

の

適

用

が

意

識

さ

れ

て

い

る

︒

家

族

が

子

ど

も

に

︑

教

会

が

信

徒

に

︑

政

党

が

党

員

に

︑

報

道

が

視

聴

読

者

に

︑

文

化

が

そ

の

享

受

者

に

対

し

て

お

こ

な

う

種

々

の

働

き

か

け

︑

そ

れ

ら

も

ま

た

本

書

に

お

い

て

は

︑

﹁

教

育

﹂

で

あ

り

﹁

学

習

﹂

で

あ

る

︒

203 注


