
〈
研

究

論

文

１

〉

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
「
所
有
」
概
念

―
―
「
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
所
有
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―

は

じ

め

に

主

著

Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｉｎ
ｚ
ｉｇ
ｅ
　ｕ
ｎ
ｄ
　ｓ
ｅ
ｉｎ

　
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
ｍ

に

お

け

る

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

（
一

八
〇

六

～

一

八
五

六

）

の

「
所

有

」

概

念

の

検

討

の

い

ち

い

ち

は

、

修

士

論

文

と

し

て

別

に

ま

と

め

た

。

勢

い

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

を

離

れ

て

で

も

「
所

有

」

と

い

う

概

念

一

般

を

考

え

る

よ

い

機

会

に

な

っ

た

。

こ

こ

で

は

そ

れ

を

踏

ま

え

て

、

更

に

彼

の

「
所

有

」

概

念

の

中

心

を

追

う

こ

と

に

す

る

。

中
心
と
い
う
の
は
、
"
Ｂ
ｅ
ｓ
ｉ
ｔ
ｚ
"
で
も
な
く
、
"
Ｈ
ａ
ｂ
ｅ
"
で
も
な
く
、
主
著
タ
イ

ト

ル

に

も

あ

り

テ

キ

ス

ト

上

登

場

頻

度

も

最

も

高

い
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

と

い

う

概

念

で

あ

る

。

特

に

彼

が

そ

れ

を
"

ｓ
ｅ
ｉｎ

　ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｆｏ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
"

「
そ

の

お

び

や

か

さ

れ

て

い

る

所

有

」

と

ま

で

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

の

は

な

ぜ

か

、

と

の

問

題

意

識

を

持

っ

て

進

む

こ

と

に

す

る

。

ま

ず

は

そ

の

定

義

ら

し

き

か

ら

見

て

み

る

。
「
所

有

（
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

）

と

は

、

私

の

も

の

で

あ

る

鈴
　
木
　
一
　
男

こ
と
だ
！
」
。
"
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
"
と
は
"
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｇ
ｅ
"
で
あ
る
と
簡
潔
に
定

義

す

る

。

す

る
と

例

え

ば

『
唯

一
者

と

そ

の

所

有

』

と

い

う

タ

イ

ト

ル

も

『
唯

一
者

と

そ

の
私

の
も

の

』

つ

ま

り

『
唯

一

者

と

唯

一

者

の

も

の
』

と

な

る
よ

う

だ
。

こ

こ
で

彼

の
当

面

の
批

判

対

象

で

あ

っ
た

ヘ
ー

ゲ

ル

（
一
七
七

〇

大

八
三

一
）
と

の
対

比

を

付

け

加

え

れ

ば

、
「
唯

一

者

と

そ

の

所

有
」

は

「
世

界

史

と

そ

の

所

有

」

の
対

極

に
あ

る
。

で

は

そ

の

「
私

の
も

の
」

の

成

り

立

ち

を

検

討

す

る
。

E
i
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｍ
の
多
く
の
言
い
換
え

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー
は
"
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

の

言

い
換

え

を

い
く

つ

も

行

っ
て

い

る
。

そ

の
代

表

的

な

用

例

を

見

て

み

る
。
「
し

か

し

、

そ

の
社

会

を

完

璧

に

利

用

し

う

る

た

め

に

は

、

私

は

こ

の

も

の

を

む

し

ろ

、

私

の

所

有

（
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
ｍ

）
・
私

の
創

造

物

に
転

化

さ

せ

、

つ

ま

り

は

そ

れ

を

覆

滅

し

、
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そ

れ

に
代

え

る

に

エ
ゴ

イ

ス

ト

の

連

合

（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｉｎ
）

を

も

っ
て

す

る
の

だ

」
。

"
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
”
と
。
"
G
e
s
c
h
o
p
f
"
を
同
格
と
し
て
い
る
よ
う
に
、

"
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
”
を
「
被
造
物
」
―
―
創
造
物
よ
り
は
被
造
物
と
訳
し
た
い

―
―
と
言
い
換
え
る
。
造
ら
れ
た
も
の
、
私
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
、
の

こ

と

で

あ

る
。

こ

こ

で

は

あ

る

意

味

具

体

的

に

「
社

会

を

完

璧

に

利

用

し

う

る

た

め

に

」

を

そ

の
譬

え

と

し

て

い

る
。

筆

者

は

機

会

あ

る

度

に
、

シ

ュ

テ

ィ
ル

ナ
ー

は

ア

ナ
ー

キ

ズ

ム
で

は

な

い
と

書

い
て

き

た
。

そ

も

そ

も

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ
ー

の

発

想

に

は

、

社

会

を

な

く

し

た
と

こ
ろ

で

ど

う

な

る
の

だ

ろ

う

か

、

そ

こ

に

は

ま

た

社

会

も

ど

き

が

で

き

る
だ

け

で

は
な

い

だ

ろ

う

か
、

が

確

実

に

読

み

取

れ

る

。

後

半

の

「
そ

れ

に
代

え

る

に

エ

ゴ
イ

ス

ト
の

連

合

を
も
っ
て
す
る
」
を
よ
り
正
確
に
訳
せ
ば
、
「
社
会
の
場
所
に
エ
ゴ
イ
ス
ト

の

連

合

を

形

作

る

」

で

あ

る

。

社

会

を

な

く

せ

よ

り

は

、

社

会

に

憑

か

れ

る

な

で

あ

る
。

ま

た

シ
ュ

テ

ィ
ル

ナ

ー
は

エ

ゴ
イ

ズ

ム
で

も

な

い

。
「
イ

ズ

ム
」

で

は

な

い
、

エ

ゴ
イ

ス

ト

で

あ

る
。

も

う

少

し

付

け

加

え

れ

ば

、

彼

か
ら

す

る
と

、

大

方

の

私

た
ち

の

ほ
う

が

「

エ

ゴ

イ

ズ

ム
」

に
映

る
よ

う

で

あ

る
。

私

の

も

の

、

私

に
よ

っ
て

造

ら

れ

た
も

の

、

を

ま

た

言

い
換

え

る
。

「
人

間

と

は
、

男

性

と

か
女

性

と

か

い

う

の

と

同

様

に

、

た
だ

私

の
固

有

性

〈
所

有

（
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

）
）

と

し

て

何

も

の

か

で

あ

る

に

す
ぎ

な

い
」
。
順

序

は

逆

だ

が
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆｔ
"
を

直

後

に

（
　

）

を

付

け

、

そ

の

中

で

”
Ｅ
ｉｇ

ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

と

し

て

い

る
。

つ

ま

り

”
Ｅ
ｉｇ

ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

と

は

「
固

有

性

」

で

も

あ

る
。

い
ず

れ

に
せ

よ

男

性

と

呼

ば

れ

る

こ

と

に
、

ま

た

女

性

と
呼

ば

れ

る
こ

と

に
、

敏

感

す

ぎ

る
昨

今

、

た

と

え

そ

う

呼

ば

れ

る

こ

と

が

嫌

で

あ

る

当

人

で

も

、

ど

う

し

た

こ

と

か

「

人

間

」

と

呼

ば

れ

な

い

と

落

ち

着

け

な

い

。

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

よ

り

す

れ

ば

、

人

間

も

男

性

も

女

性

も

皆

同

じ

、
「

た

だ

私

の

固

有

性

と

し

て

何

も

の

か

で

あ

る

に

す

ぎ

な

い

」
。

筆

者

な

ど

は

こ

こ

で

、

人

間

と

括

る

こ

と

の

弊

害

を

つ

い

数

え

上

げ

て

し

ま

う

が

、

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

に

は

い

わ

ゆ

る

倫

理

的

発

言

は

無

縁

で

あ

る

。

た

だ

、

人

間

な

る

も

の

に

憑

か

れ

て

い

ま

せ

ん

か

、

と

言

い

放

つ

。
「

…

…

そ

れ

ど

こ

ろ

か

、
「
お

れ

は

お

れ

の

生

命

（
所

有

（
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
ｍ

）
）

を

高

く

売

る

の

だ

。

敵

に

安

い

買

物

を

さ

せ

た

り

は

し

な

い

ぞ

」

と

叫

ぶ

あ

の

勇

気

あ

る

者

の

ひ

そ

み

に

な

ら

う

な

ら

ば

、

そ

の

と

き

、

諸

子

は

、

共

産

主

義

と

は

逆

の

も

の

を

正

し

い

も

の

と

し

て

認

識

す

る

の

だ

！
　

そ

し

て

、

そ

の

と

き

い

わ

れ

る

べ

き

は

、

汝

の

所

有

（
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

）

を

放

棄

せ

よ

、

で

は

な

く

て

、

汝

の

所

有

（
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｍ
）
を
価
値
化
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
！
」
。
こ
こ
で

は
"

Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
"

の

直

後

に

（
　

）

を

付

け

、

そ

の

中

で
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

’。
と

し

て
い
る
。
「
生
命
」
が
"
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｍ
"
で
あ
る
と
は
、
い
つ
も
以
上
に
ス
ト

レ

ー

ト

に

響

く

。
「
汝

の

所

有

を

放

棄

せ

よ

」

が

共

産

主

義

に

対

応

す

れ

ば

、

「
汝
の
所
有
を
価
値
化
せ
よ
」
は
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
思
想
―
―
で
き
る
だ

け
彼
の
意
を
汲
ん
で
思
想
と
は
言
い
た
く
な
い
が
―
―
に
対
応
す
る
。
た
だ

し

「
高

く

」
「
正

し

い

も

の

と

し

て

」
、

つ

ま

り

は

「

価

値

化

」

ほ

ど

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

に

似

合

わ

な

い

こ

と

は

な

い

。
「
価

値

化

」

と

は

憑

か

れ

る

こ

と

に

同

意

で

あ

る

。

で

あ

れ

ば

、

こ

こ

は

「
価

値

化

」

と

の

訳

は

拙

い

。

"
Ｖ
ｅ
ｒ
w
ｅ
ｒ
ｔｅ
ｔ
　
ｅ
ｕ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

！
"
は

「
汝

の

ｂ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

を

価

値

化

せ

よ
」
で
は
な
く
「
汝
の
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｍ
を
活
用
せ
よ
」
で
あ
る
。
で
は



"
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

を

活

用

す

る

と

は

ど

う

い

う

こ

と

な

の

か

。

「

た

と

え

ば

、

人

類

が

い

つ

か

到

達

す

べ

く

魅

惑

の

夢

の

よ

う

に

し

て

黄

金

の

未

来

に

置

か

れ

て

い

る

、

あ

の

交

通

の

自

由

は

、

私

が

こ

れ

を

私

の

所

有

（
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

）

と

し

て

私

自

身

に

先

取

り

し

て

い

る

の

で

あ

り

、

さ

し

あ

た

り

は

密

輸

の

形

で

こ

れ

を

行

使

し

て

い

る

の

だ

」
。
「

魅

惑

の

夢

」
「
黄

金

の

未

来

」

と

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

ら

し

か

ら

ぬ

理

想

郷

薫

る

言

葉

の

中

、
「
交

通

の
自
由
」
を
「
私
の
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｍ
と
し
て
私
自
身
に
先
取
り
し
て
い
る
」
と

言
う
。
"
Ｈ
ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｌ
"
「
交
通
」
と
は
、
唯
一
者
と
唯
一
者
と
の
交
わ
り
の
こ

と

で

あ

り

、

他

の

多

く

の

箇

所

で

は
"

Ｖ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｈ
ｒ
”

で

あ

り

、

先

の

"
Ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｉｎ

”

に

同

意

で

あ

る

。

こ

こ

で

「

交

通

の

自

由

」

は

「

私

の

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m

」

で

あ

る

と

言

い

切

っ

て

は

い

な

い

。

あ

く

ま

で

交

わ

り

で

あ

る

限

り

、

彼

一

人

の

”Ｅ
ｉｇ

ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

が

そ

れ

で

あ

っ

て

も

用

を

為

さ

な

い

の

で

あ

る

。

さ

す

が

の

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

も

、

彼

自

身

の
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

”
に

限

ら

ず

、

人

類

の

、

そ

の

一

人

一

人

の
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

”
を

思

う

よ

う

で

あ

る

。

で

な

い

と

交

通

自

体

が

成

り

立

た

な

い

か

ら

で

あ

る

。

そ

れ

に

し

て

も

な

ぜ

Ｘ

Ｆ

ｍ

ｅ
ｉｎ

　
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

「
私

の

所

有

と

し

て

」

な

ど

と

込

み

入

っ

た

言

い

方

に

な

る

の

だ

ろ

う

か

。
「

フ

ィ

ヒ

テ

は

「

絶

対

的

」

自

我

を

云

々

す

る

が

、

私

は

、

私

自

身

の

こ

と

を

、

移

ろ

い

ゆ

く

自

我

の

こ

と

を

語

っ

て

い

る

の

だ

」
。
"

ｄ
ａ
ｓ
　ｖ
ｅ
ｒ
ｇ
ａ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉｃ
ｈ
ｅ
ｎ

　
Ｉｃ
ｈ
"

「

移

ろ

い

ゆ

く

自

我

」

と

言

５

よ

う

に

、

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

は
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
"

を

、

端

的

に

「

私

の

も

の

」

を

、

固

定

と

し

て

捉

充

て

い

な

い

こ

と

は

確

か

で

あ

る

。

E
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｍ
に
動
詞
形
は
な
い
か

こ
の
こ
と
は
"
Ｅ
ｉｇ
ｅｎ
ｔｕ
m
"
に
動
詞
形
の
な

い
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の

か

も

し

れ

な

い

。
"

Ｂ
ｅ
ｓ
ｉｔｚ
-
ｂ
ｅ
ｓ
ｉｔｚ
ｅ
ｎ

’：

’Ｈ
ａ
ｂ
ｅ
-
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
"

と

い

う

形

で

は

な

い

の

で

あ

る

。

個

々

の

検

討

の

前

に

こ

れ

ら

三

つ

の

言

葉

の

関

係

を

見

て

み

る

。
「
君

は

そ

れ

ら

の

も

の

を

現

実

に

所

有

す

る

（
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ

）

こ

と

を

望

み

、

そ

れ

ら

を

君

の

も

の

と

名

付

け

、

君

の

所

有

（
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

）

と

し

て

所

持

す

る

（
ｂ
ｅ
ｓ
ｉｔｚ
ｅ
ｎ

）

こ

と

を

望

ん

で

い

る

の

だ

」
。

こ

こ

で

の

「

そ

れ

ら
の
も
の
」
と
は
前
文
の
"
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
　
ｄ
ｉ
ｅ
ｓ
ｅ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
"
　
「
す
べ
て
の

こ

れ

ら

結

構

な

も

の

」

で

、

更

に

前

段

落

中

の

”
ｋ

ｏ
ｓ
ｔ
ｌ
ｉｃ

ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｐ
ｅ
ｉｓ

ｅ
ｎ

ｕ
ｎ
ｄ
　
ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
　
Ｂ
ｅ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
”
「
す
て
き
な
食
べ
物
と
ふ
く
よ
か
な
ベ
ッ

ド

」

が

そ

の

譬

え

で

あ

る

。

注

意

し

た

い

の

は

「
そ

れ

ら

の

も

の

」

を

"
h
a
b
e
n
"
し
た
と
も
で
き
る
と
も
、
"
ｂ
ｅ
ｓ
ｉ
ｔ
ｚ
ｅ
ｎ
"
し
た
と
も
で
き
る
と
も

言
っ
て
い
な
い
、
。
"
w
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
"
の
話
と
し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し

か
も
ま
た
「
E
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
と
し
て
」
そ
う
す
る
こ
と
を
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な

言

い

方

に

な

る

の

は

、
"

ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
”

並

び

に
"

ｂ
ｅ
ｓ
ｉｔｚ
ｅ
ｎ
"

の

捉

え

る

事

態

に

問

題

が

あ

る

も

の

と

思

わ

れ

る

。

代

表

的

な

用

例

を

一

つ

ず

つ

取

り

上

げ

る

。
「
人
は
よ
く
、
「
皆
で
こ
の
広
間
を
占
め
る
[
ｍ
ａ
ｎ
　
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
　
ｄ
ｉ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
　
Ｓ
ａ
ａ
ｌ

g
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
]
」
と
い
う
い
い
方
を
す
る
が
、
む
し
ろ
、
広
間

が

わ

れ

わ

れ

を

占

有

し

て

い

る

、

も

し

く

は

、

そ

の

中

に

所

有

し

て

い

る

（
h
a
t
）
、
と
い
う
方
が
当
っ
て
い
る
。
社
会
と
い
う
言
葉
の
自
然
的
意
味
も
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お

よ

そ

そ

の

て

い

ど

だ

」
。

観

光

地

に
出

掛
け

人

の

多

さ

に

驚

き

な

が

ら

。パ

ー
ト
ナ
ー
に
一
言
、
"
o
h
,
 
w
ｅ
　
ｈ
ａ
ｖ
ｅ
 
ｍ
ａ
ｎ
ｙ
　
ｐ
ｅ
ｏ
ｐ
ｌ
ｅ
！
"
で
あ
る
。
確
か

に
私

た

ち

は

た

く

さ

ん

の

人

た

ち

を

所
有

は
し

た

が

、

冷

静

に

見

つ

め

れ

ば

、

た
く

さ

ん

の

人

た

ち

が

私

た

ち

を

所

有
し

て

い

る
。

所

有

し

た

は

ず

が

所

有

さ

れ

て

い

る

と

い

う
反

転

が

、
"
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
"

の

意

味

で

の

所

有

に

は

あ

る

。

"
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
"

を

仮

に

「
自

分

の

も

の
以

前

に

与
え

ら

れ

て

い

る

と

い

う

意

味

で

所

有

す

る
」

と

規

定

し

て

も

、

与

え

ら

れ
て

い

る

に

対

し

て

奪

わ

れ

て

い

る

、

事

態

は

即

「

自

分

の

も

の

以

前

に

奪

わ

れ

て

い

る

と

い

う

意

味

で

所

有

す

る
」

に
な

ら

ざ

る

を

得

な

い

の
で

あ

る
。

こ

こ

か
ら

先

の

「
現

実

に

ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ

す

る
こ

と

を

望

む

」

を

読

み
返

す

と

、

い

か

に

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

が

そ

の

事

態

を

真

摯

に
、
「
私

の
も

の
」

と

捉

え

よ

う

と

し

て

い

た

か

が

分

か

る
。

彼

の

社

会

に
重

き

を

置

か
な

い
社

会

の
捉

え

方

も

よ

く

見

え

る

と
こ

ろ

で

あ

る
。

ま

た

「
思

想

が

君

を

圧

伏

し

、

感

憤

・
魅

了

し

さ

る
と

き

、

君

は

そ

れ

を
真

な

る
思

想

と

見

な

す

の

だ
。

君

に

た

い
す

る
思

想

の
支

配

が

、

そ

れ

の

真

理

性
を
君
に
証
し
、
思
想
が
君
を
所
持
し
（
ｂ
ｅ
ｓ
ｉ
ｔ
ｚ
ｔ
）
、
思
想
に
よ
っ
て
君
が

憑

か
れ

る

（
ｂｅ
ｓ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
）

と

き

、

そ

こ

に

あ

っ
て

君

は
幸

福

と
感

ず

る

の

だ

。

け
だ
し
、
そ
の
と
き
、
君
は
君
の
―
―
主
人
と
そ
し
て
親
方
と
を
見
出
す
わ

け

だ

か
ら

だ

」
。

思

想

と

は
"
ｔ
ｈ
ｏ
ｕ
ｇ
ｈ
ｔ
”
つ

ま

り

「
考

え

た

こ

と

」

で

あ

り

「
考

え

る
こ

と

」

で

は

な

い
。

冷

静

に
振

り

返

る
と

、

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

の

指

摘

の

と

お
り

、

普

段
私

た

ち

は

さ

ま
ざ

ま
な

レ

ベ

ル
で

思

想

に

憑

か

れ

て

い

る
よ

う

で

あ

る
。

す

べ
て

の
争

い

の
始

ま
り

も

ま

た
こ

こ

に

あ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か
。

所

有

し

た

は

ず

が

所

有

さ

れ

て

い

る

と

い

う
反

転

が

、

"
ｂ
ｅ
ｓ
ｉｔｚ
ｅ
ｎ
"

の

意

味

で

の

所

有

に

も

あ

る

。
"

ｂ
ｅ
ｓ
ｉｔｚ
ｅ
ｎ
”

を

仮

に

「
自

分

の

も

の

と

し

て

手

に

入

れ

る

と

い

う

意

味

で

所

有

す

る

」

と

規

定

し

て

も

、

手

に

入

れ

る

に

対

し

て

手

を

放

す

、

事

態

は

即

「
自

分

の

も

の

と

し

て

手

を

放

す

と

い

う

意

味

で

所

有

す

る

」

に

な

ら

ざ

る

を

得

な

い

の

で

あ

る

。

そ

こ

で

彼

は

主

著

第

一

部

を

使

い

、

人

間

が

い

か

に

憑

か

れ

て

来

た

か

を

、

歴

史

的

に

く

ど

く

ど

繰

り

返

す

。

そ

の

中

ほ

ど

に

は

”
Ｄ

ｉｅ
　
Ｂ
ｅ
ｓ
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｅ
ｎ
”
「

憑

か

れ

た

者

た

ち

」

と

の

タ

イ

ト

ル

も

見

え

る

。

"
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
"
を
仮
に
「
そ
も
そ
も
が
自
分
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

の

所

有

」

と

規

定

し

て

も

、

そ

れ

で

事

が

済

む

わ

け

で

は

な

い

。

所

有

す

る

と

い

う

行

為

の

実

際

は

ど

う

し

て

も
"

ｂ
ｅ
ｓ
ｉｔｚ
ｅ
ｎ

”
あ

る

い

は
"

ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
"

で

あ

り

、

時

に
"

ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
"

や
"

ｂ
ｅ
ｓ
ｉｔｚ
ｅ
ｎ
"

顔

を

出

し

、
「
そ

も

そ

も

が

自

分

の

も

の

で

あ

る

と

い

う

意

味

で

の

所

有

」

を

「
私

の

」
「

そ

も

そ

も

が

自

分

の

も

の

で

あ

る

と

い

う

意

味

で

の

所

有

」

と

言

わ

ね

ば

な

ら

な

い

事

態

が

頻

繁

に

起

こ

る

の

で

あ

る

。
「
国

家

は

、

私

に

で

は

な

く

国

家

に

適

合

し

た

教

育

・
教

化

を

私

に

あ

た

え

、
そ

し

て

た

と

え

ば

、
法

を

尊

重

す

る

こ

と

、
国

家

所

有
(
Ｓ
ｔ
ａ
ａ
ｔ
ｓ
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｍ
)
（
つ
ま
り
は
私
的
所
有
（
Ｐ
ｒ
ｉ
ｖ
ａ
ｔ
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
ｓ
）
）

の

毀

損

を

抑

制

す

る

こ

と

、

神

と

こ

の

世

の

尊

厳

を

う

や

ま

う

こ

と

、

等

々

を

私

に

教

え

る

」
。

国

家

所

有

が

私

的

所

有

で

あ

る

と

は

、

国

家

所

有

が

国

家
の
私
的
所
有
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
"
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
"
と
は
意
外
に

も

「
私

の

」

に

限

っ

て

使

わ

れ

る

言

葉

で

は

な

く

、
「
国

家

の

」

等

に

も

「

そ

も

そ

も

が

当

の

も

の

で

あ

る

と

い

う

意

味

で

の

所

有

」

と

し

て

使

わ

れ

る

。

し

か

し

そ

こ

に

は

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

に

と

っ
て

は

、

そ

も

そ

も

が

自

分



の

も

の

が

例
え

ば

国

家

の
も

の

の

ご

と

く

に

取

り

扱

わ

れ

て

い

る

と

い
う

厭

う

べ
き

事
態

が
頑

と

し

て

あ

る
。
「
誇

り

が

何

ら

か

の

過

大

評

価

を

表

現

す

る

場

合

も

あ

る

と

い

う

こ

と

は

さ

て

お

い

て

、

そ

れ

を

単

に
意

識

と

解

し

た

場

合
、

あ

る

国

民

に

「
帰

属

す

る
」
、

つ

ま

り

そ

の

国

民

の

所

有

（
ｉ
ｈ
ｒ

E
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
）
で
あ
る
と
い
う
誇
り
と
、
あ
る
民
族
性
を
自
ら
の
所
有

（
ｓ
ｅ
ｉｎ
　
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
ｍ

）

と

よ

ぶ
誇

り

と

の

間

に

は
、

途
方

も

な

い

隔

り

が

見

出

さ

れ

る
」
。
「
あ

る
国

民

に

「
帰

属

す

る

」
、

つ

ま
り

そ

の

国

民

の

所

有

で

あ

る

と

い
う

誇

り

」

と

「
あ

る

民

族

性

を

自

ら

の

所
有

と

よ

ぶ
誇

り

」

と

の

違

い

で

あ

る
。

自

ら

を
"
Ｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
"

の
"
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

で

あ

る

と

す

る

の

か

。

Ｎ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｉｔａ
ｔ
"
を

自

ら

の

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

’。
と

す

る

の

か
。

す

ぐ

後

に

「
民

族
性

と

は

私

の
特

性

（
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
）

で

あ

る
が

、

こ

れ

に
反

し

国

民

は

私

の

所

有

者

で

あ

り

主

人

で

あ

る
。
」

と

続

く

。

気

付

く

と
"
ｍ
ｅ
ｉｎ

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

”
は

国

家

の

所

有

ま

た

国

民

の

所

有

と

な

っ
て

い

る
。

所

有

し

た

は
ず

が

所

有

さ

れ

て

い

る

と

い

う
反

転

に

は

、
更

に
反

転

さ

せ

、

反

転

し

た
ら

ま

た
反

転

さ

せ

、

ど

う

し

て
も

名

詞

と

し

て
固

定

さ

せ

る

こ

と

が

必
要

で
あ

る
。

”
Ｅ
ｉｇ

ｅ
ｎ
ｔｕ
m

”
と

は
そ

ん

な

流

動
概

念

で
あ

る

と

は

言

え

な

い

だ

ろ
う

か
。

E
i
g
e
n
t
u
m
と
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
　
E
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m

「
で
は
、
私
の
所
有
（
m
e
i
n
　
E
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
）
と
は
何
で
あ
る
か
？
　
私
の

力

〈
Ｇ
ｅ
w
ａ
ｌｔ
）

の

内

に

あ

る

と

こ

ろ

の

も

の

よ

り

以

外

の

何

も

の

で

あ

ろ

う

か

！
　

い

か

な

る

所

有

（
w
ｅ
ｌｃ
ｈ
ｅ
ｍ
 
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
ｍ

）

に

た

い

し

て
、

私
は
権
利
を
有
す
る
か
？
　
私
が
そ
れ
に
た
い
し
て
―
―
権
能
［
力
］
を

有

す

る

（
ｅ
ｒ
ｍ

ａ
ｃ
ｈ

ｔ
ｉｇ

ｅ

）

と

こ

ろ

の

す

べ

て

の

も

の

に

た

い

し

て

、

だ

」

。

"
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
 
E
i
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
"
そ
れ
は
「
私
の
力
の
内
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
で

あ

る

。

そ

し

て

「

力

」

だ

が

、

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

は

ま

た

「

力

」

と

い

う

概

念
も
多
用
す
る
。
お
よ
そ
そ
の
能
力
面
を
強
調
す
る
時
に
は
。
"
Ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
"

そ
の
破
壊
面
を
強
調
す
る
時
に
は
"
G
e
w
a
l
t
"
で
あ
る
。
細
か
い
検
討
は
課

題

と

し

た

い

が

、

別

の

と

こ

ろ

に
"

Ｍ

ａ
ｃ

ｈ
ｔ

―

ｄ
ａ
ｓ

　
ｂ
ｉｎ

　
Ｉ
ｃ

ｈ

　
ｓ
ｅ

ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
”
と

あ

る

の

で

、

「

力

」

を

「

私

自

身

」

と

す

れ

ば

、

ｍ

ｅ

ｉｎ

　

Ｅ

ｉｇ

ｅ
ｎ

ｔ
ｕ
m

”

は

「

私

の

私

自

身

の

内

に

あ

る

と

こ

ろ

の

も

の

」

と

な

る

。

更

に

ｍ

ｅ

ｉ
ｎ

を

取

り

去

れ

ば

「

私

自

身

の

内

に

あ

る

と

こ

ろ

の

も

の

」

が
"

Ｅ

ｉｇ

ｅ
ｎ

ｔ
ｕ
m
"

の

言

い

換

え

に

な

る

。

で

は

改

め

て

Ｅ

ｉｇ

ｅ
ｎ

ｔ
ｕ
m
"

を

ｍ

ｅ

ｉ
ｎ

　
Ｅ

ｉｇ

ｅ
ｎ

ｔ
ｕ
m

”

と

ま

で

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

差

し

迫

っ

た

事

情

を

検

討

す

る

。

自

ら

の

事

情

と

外

か

ら

の

事

情

と

に

お

よ

そ

分

け

ら

れ

る

。

「

そ

れ

が

ど

ん

な

も

の

で

あ

れ

、

一

つ

の

利

害

関

心

は

、

私

が

そ

れ

か

ら

脱

れ

え

な

い

か

ぎ

り

、

私

に

お

い

て

一

人

の

奴

隷

を

手

に

い

れ

た

の

で

あ

り

、

そ
れ
は
も
は
や
私
の
所
有
〈
m
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｂ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
）
で
は
な
く
、
私
が
そ
の

も

の

の

所

有

（
ｄ
ａ
ｓ

　
ｓ
ｅ

ｉ
ｎ
ｅ

）

と

な

る

。

だ

か

ら

、

わ

れ

わ

れ

は

、

わ

れ

わ

れ

の

ど

ん

な

部

分

も

固

定

化

さ

せ

る

こ

と

な

く

、

た

だ

Ｉ

分

解

す

る

こ

と

、

だ

け

を

良

し

と

す

べ

し

、

と

い

う

批

判

主

義

の

示

唆

を

受

け

い

れ

る

こ

と

と

し

よ

う

」

。

「

わ

れ

わ

れ

の

ど

ん

な

部

分

も

固

定

化

さ

せ

る

こ

と

な

く

」

と

は

"
ｋ
ｅ
i
n
e
n
 
T
e
i
l
　
ｕ
ｎ
ｓ
ｅ
ｒ
ｓ
　
E
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｍ
ｓ
　
ｓ
ｔ
ａ
ｂ
i
l
 
ｗ
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
 
ｚ
ｕ
　
ｌ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
"

な

の

で

、

正

確

に

は

「

わ

れ

わ

れ

の

所

有

の

ど

ん

な

部

分

も

固

定

化

さ

せ

概念シュティルナーの「所有」45



る

こ

と

な

く

」

で

あ

る

。
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

も

固

定

化

さ

せ

る

と

私

の

"
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

で

は

な

く

、

私

が

そ

の

も

の

の
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

’。
と

な

る

と

言

う

。
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
"

と

は

流

動

概

念

で

あ

る

と

一

度

ま

と

め

た

が

、

で

は

な

ぜ

そ

れ

が

固

定

化

す

る

の

だ

ろ

う

か

。
「

そ

れ

が

ど

ん

な

も

の

で

あ

れ

、

一

つ

の

利

害

関

心

は

、

私

が

そ

れ

か

ら

脱

れ

え

な

い

か

ぎ

り

、

私

に

お

い

て

一

人

の

奴

隷

を

手

に

い

れ

た

の

で

あ

り

」
、

私

は

そ

れ

に

憑

か

れ

奪

わ

れ

る

。

い

つ

も

で

あ

れ

ば

「
奴

隷

を

」

で

は

な

く

「
主

人

を

」

の

は

ず

で

あ

る

。

い

ず

れ

に

せ

よ

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

は

、

こ

こ

で

、

敢

え

て
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
"

を

問

う

の

で

あ

る

。

常

に

絡

め

取

ら

れ

ざ

る

を

得

な

い

そ

の

中

で

、

真

摯

に

「
私

の

も

の

」

を

問

う

の

で

あ

る

。

そ

し

て

そ

の

厄

介

さ

は

、

外

か

ら

の

事

情

に

よ

る

こ

と

も

。

ま

た

輪

を

掛

け

て

大

き

い

。

「
本

源

的

に

私

の

も

の

で

あ

っ

て

、

し

か

も

偶

然

的

・

本

能

的

に

そ

う

で

あ

っ

た

と

こ

ろ

の

も

の

、

そ

れ

が

人

間

な

る

も

の

の

所

有

（
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
ｍ

ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

）

と

し

て

、

私

に

貸

し

あ

た

え

ら

れ

る

の

だ

。

私

は

、

愛

し
た
こ
と
で
封
禄
者
と
な
り
、
人
類
の
臣
下
、
こ
の
類
の
単
な
る
一
サ
ン
プ

ル

と

な

り

、

私

と

し

て

愛

す

る

の

で

は

な

く

、

人

間

と

し

て

、

人

間

サ

ン

プ

ル

と

し

て

、

つ

ま

り

は

人

間

的

に

愛

の

振

舞

い

を

す

る

、

と

い

う

わ

け

だ

」
。

「

そ

も

そ

も

が

自

分

の

も

の

で

あ

る

と

い

う

意

味

で

の

所

有

」

が

取

り

込

ま

れ

て

行

く

様

子

が

ダ

イ

レ

ク

ト

に

語

ら

れ

る

。
「
本

源

的

に

私

の

も

の

」

と

言

い

換

え

れ

ば
"

ｍ

ｅ
ｉｎ
　
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

 
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
ｍ

ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
"

に

な

る

。

決

し

て

喜

ん

で

い

ら

れ

る

事

態

で

は

な

い

。

そ

こ

で

の

「

本

源

的

に

私

の

も

の

」

は

ど

う

な

る

の

か

。

ｄ
ａ
ｓ
　
w
ｕ
ｒ
ｄ
ｅ
　
Ｍ

ｉｒ
　ａ
ｌｓ
　
ｂ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
ｍ

dｅ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｌｉｅ
ｈ
ｅ
ｎ

”
と

あ

る

の

で

、
「

そ

れ

が

人

間

な

る

も

の

の

所

有

と

し

て

、

私

に

貸

し

あ

た

え

ら

れ

え

る

」

で

は

な

く

「

そ

れ

が

人

間

な

る

も

の

の

所

有

と

し

て

、

私

に

授

け

ら

れ

た

」

と

読

め

る

。

貸

し

与

え

ら

れ

る

の

で

あ

れ

ば

、

断

り

、

い

ず

れ

返

す

こ

と

も

で

き

る

。

し

か

し

授

け

ら

れ

た

、

し

か

も

神

の

為

す

が

ご

と

く

、

授

け

ら

れ

た

の

で

あ

れ

ば

、

断

る

こ

と

は

で

き

な

い

。
私

た

ち

は
"

Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
’：

’Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
"

ま

た
"

Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｈ
ｅ
ｉｔ
"

と

し

て

生

き

て

い

る

と

言

う

。

し

か

し

一

方

で

そ

う

括

る

こ

と

で

の

不

都

合

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

は

何

も

特

殊

な

こ

と

を

言

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

。

ど

う

し

て

私

を

見

ず

に

人

間

を

見

る

の

か

、

ど

う

し

て

こ

の

私

を

「

た

だ

一

人

の

私

」

と

見

ず

に

「
人

間

と

し

て

」

見

る

の

か

、

と

繰

り

返

し

て

い

る

よ

う

で

あ

る

、

つ

ま

り
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

”
と

は

、

所

有

す

る

こ

と

の

所

有

、

い

わ

ゆ

る

所

有

の

所

有

と

い

う

メ

タ

概

念

で

あ

る

と

は

言

え

な

い

だ

ろ

う

か

。

形

容

詞

等

の

更

な

る

追

加

以

上

の

よ

う

な
"
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

”
は

、

単

に

ｍ
ｅ
ｉｎ

を

付

け

る

再

確

認

に

留

ま

ら

ず

、

時

に
形

容

詞

が

間

に
入

り

込

む

。
「
そ

し

て

ま

た

、

私

に

奪
取

す
る
権
利
あ
る
・
つ
ま
り
は
―
―
カ
あ
る
か
ぎ
り
ま
で
、
私
は
私
の
現
実
的

所

有

を

及

ぼ

す

の

だ

」
。

例

え

ば

、
"
ｍ
ｅ
ｉｎ
 
w
ｉｒ
ｋ
ｌｉｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

「
私

の

現

実

的

所

有

」

と

な

る

。

そ

の

前

に

こ

こ

は

か
な

り

横

暴

な

言

い

方

の

よ

う

に
も

聞

こ

え

る

の

で
、
「
私

は

私

に
受

け

取

る

権

限

を

与

え

る

。

つ

ま

り

、

力

あ

る

限

り

私

の

現

実

的

所

有

を

達
す

る
が

ま

ま

に
さ

せ

て

お

く

。
」



と

訳

し

直

し

て

お

く

。

ま

た

「
そ

れ

ら

は

す

べ

て

、

譲

り

う

る

も

の

［
ｖ
ｅ
ｒ
ａ
ｕ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
］
で
あ
り
、
私
の
譲
渡
可
能
な
所
有
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、

私

に

よ

っ
て

創

ら

れ

も

す

れ

ば

亡

ぼ

さ

れ

も

す

る

の

だ
」
。

例

え

ば
"
m
ａ
ｉｎ

v
ｅ
ｒ
ａ
ｕ
ｓ
ｓ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
"
「
私
の
譲
渡
可
能
な
所
有
」
と
な
る
。
後

半

の

「

私

に

よ

っ
て

創

ら

れ

も

す

れ

ば

亡

ぼ

さ

れ

も

す

る

」

は

名

訳

だ

が

、

原

文

に

忠

実

に

は

「
私

に

よ

っ

て

う

っ

て

つ

け

に

打

ち

砕

か

れ

る

」

ま

で

で

あ

る

。

い

わ

ゆ

る

所

有

の

メ

タ

概

念

で

あ

る

と

し

て

み

た
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
"

だ

が

、

こ

こ

で

は

更

に

そ

の

メ

タ

性

も

問

題

に

な

っ
て

い

る

。

打

ち

砕

く

、

す

る
と
ま
た
反
転
し
て
、
"
m
e
i
n
　
w
ｉ
ｒ
ｋ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｓ
　
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
"
を
い
か
に
実
現

さ

せ

る

の

か

と

な

る

。

「

真

理

な

る

亡

霊

は

、

私

の

所

有

（
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

　
Ｍ

ｅ
ｉｎ
ｅ
ｒ
）

と

し

て

は

じ

め

て

安

息

に

至

る

の

で

あ

り

、

そ

れ

ら

亡

霊

ど

も

は

、

そ

れ

ら

か

ら

い

ま

わ

し
い
実
存
が
と
り
去
ら
れ
て
、
私
の
所
有
(
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
　
Ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
）
と
な

る

そ

の

時

に

は

じ

め

て

、

そ

れ

ら

は

現

実

的

で

あ

る

の

だ

」
。

こ

こ

で

の

「
私

の

所

有

」

は

い

ず

れ

も

、

い

つ

も

の
"

ｍ

ｅ
ｉｎ

　
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m

”

で

は

な

い

。

"
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

　
Ｍ
ｅ
ｉｎ
ｅ
ｒ
”

で

あ

り
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
ｍ

。。
と
"

Ｍ

ｅ
ｉｎ
ｅ
ｒ
"

と

は

同

格

に

な

っ

て

い

る

。

つ

ま

り

「
私

の

所

有

」

と

の

訳

で

は

い

げ

な

い

、
「
所

有

す

な

わ

ち

私

の

も

の

」

で

あ

る

。

と

う

と

う
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

と

の

概

念

で

は

収

ま

り

が

付

か

な

い

様

子

で

あ

る

。

す

ぐ

後

に

「
真

理

は

自

己

発

展

し

、

支

配

し

、

自

己

を

貫

徹

し

、

歴

史

（

ま

た

は

概

念

）

が

勝

利

す

る

、

な

ど

と

い

っ

た

こ

と

が

も

は

や

謳

わ

れ

な

く

な

る

と

き

に

は

じ

め

て

、

そ

れ

ら

は

現

実

的

と

な

る

の

だ

。
」

と

続

き

、

実

際

は

こ

こ

も

か

な

り

ヘ

ー

ゲ

ル

を

意

識

し

て

の

、

意

識

し

て

と

言

う

よ

り

は

、

む

し

ろ

う

な

さ

れ

て

の

言

葉

の

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

挙

句

の

果

て

に

は

、

問

題

は
"

Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

”
で

は

な

く

、

そ

の

疎

遠

化

を

言

い

出

す

。
（

一

般

に

、

己

れ

自

身

の

所

有

〈
ｓ
ｅ
ｉｎ
　
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
ｍ

）

に

つ

い

て

怒

る

者

は

な

く

、

疎

遠

な

る

［

他

者

の

］

所

有

（
ｆｒ
ｅ
ｍ

ｄ
ｅ
ｓ
）

に

つ

い

て

人

は

怒

る

。

真

実

の

と

こ

ろ

、

人

が

攻

撃

す

る

の

は

所

有

（
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
ｍ

）

で
は
な
く
、
所
有
の
疎
遠
化
【
疎
外
】
(
Ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｒ
ｅ
ｍ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
ｓ
）

な
の
だ
」
。
こ
こ
で
の
"
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
"
に
先
に
検
討
し
た
言
い
換
え
、
例
え

ば

「
固

有

性

」
「
生

命

」

を

あ

て

は

め

る

と

分

か

り

は

易

い

。

筆

者

自

身

、

確

か

に

、

己

れ

自

身

の

「
固

有

性

」

に

つ

い

て

は

怒

ら

な

い

が

、

疎

遠

で

あ

る

己

れ

自

身

の

「

固

有

性

」

に

つ

い

て

は

是

非

怒

り

た

い

。

是

非

怒

り

た

い

と

言

う

の

も

変

だ

が

、

こ

れ

が

画

一

化

・

平

均

化

と

い

う

こ

と

で

あ

れ

ば

、

と

ん

で

も

な

い

と

考

え

る

。

ま

た

、

真

実

の

と

こ

ろ

、

人

が

攻

撃

す

る

の

は

―
―
ａ
ｎ
ｇ
ｒ
ｅ
ｉ
ｆ
ｅ
ｎ
な
の
で
そ
れ
も
可
能
だ
が
、
「
つ
か
む
の
は
」
と
訳
し
た

い
―
―
「
生
命
」
で
は
な
く
、
「
生
命
」
の
疎
遠
化
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が

「
生

き

て

い

る

こ

と

の

実

感

の

な

さ

」

に

通

じ

る

の

で

あ

れ

ば

、

輪

を

掛

け

て

と

ん

で

も

な

い

と

考

え

る

。

画

一

化

・

平

均

化

反

対

！
　

生

き

て

い

る

実

感

を

取

り

戻

せ

！
　

…

…

し

か

し

、

繰

り

返

す

が

、

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

に

は

倫

理

的

発

言

は

一

切

見

ら

れ

な

い

。

こ

れ

で

は

見

事

に

そ

れ

ら

に

憑

か

れ

る

こ

と

に

な

る

。

大

変

遅

く

な

っ

た

が

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

自

身

の

問

題

意

識

と

は

何

だ

っ

た

の

だ

ろ

う

か

。
「

私

の

課

題

で

あ

る

こ

と

を

要

す

る

の

は

、

私

が

い

か

に

し
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て
普
遍
的

に
人
間

的
な
る
も
の
を
現
実
化
す

る
か
、
で

は
な
く
し
て
、
私
が

い
か
に
し
て
私

自
身

を
充
足
す
る
か
、
な
の
だ
。
私

は
私
の
類
で
在
り
、
規

範
も
、
法
も
、
手
本

も
な
し
に
、
私
は
存
在
す

る
の
だ
。
あ
り
う
る
の
は
、

私
が
私
自
身

か
ら
ご
く
わ
ず

か
の
も
の
を
創
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ

と
だ
。
し

か
し

、
こ
の
わ
ず
か
な
こ
と
は
す
べ
て
で

あ
り
、
私
が
、
他
者
の

力

に
よ

っ
て

、
道
義

の
、

宗
教

の
、
法

の
、
国

家

の
、

等

々
の
調

教

者
に

よ

っ
て

私

自
身

か

ら

創

り

だ

さ

せ

る

も

の

よ
り

は
、

は

る

か

に

ま

し

な
の

だ
」
。

そ
う
言
い
放
つ
。

お

わ

り

に

"
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m
"

と

言

い

、
「
私

の

も

の

」

等

々

と

言

い

換

え

、
「
私

が

私

自

身

か

ら

ご

く

わ

ず

か

の

も

の

を

創

り

う

る

に

す

ぎ

な

い

と

い

う

こ

と

」

を

言

う

。

こ

の

シ

ュ

テ

ィ

ル

ナ

ー

の

所

有

の

所

有

と

い

う

、

果

敢

な

同

時

に

無

謀

な

試

み

は

、

筆

者

自

身

の

問

題

関

心

に

重

な

り

、

ど

う

し

て

も

無

視

で

き

な

い

で

い

る

。

し

か

し

現

時

点

で

は

そ

れ

が

成

功

し

て

い

る

と

は

言

い

難

い

。

冒
頭
に
上
げ
た
"
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｆ
ｏ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｍ
"
「
そ
の
お
び
や
か

さ

れ

て

い

る

所

有

」

と

の

言

葉

が

、

や

は

り

一

応

の

ま

と

め

と

な

る

だ

ろ

う

。

－

そ

れ

で

も

彼

は

な

お

食

い

下

が

る

。
（
社

会

主

義

者

も

、

所

有

〈
E
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｍ
）
を
排
し
な
が
ら
、
所
有
（
ｄ
ｉ
ｅ
ｓ
ｅ
ｓ
）
が
自
己
性

［
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ

ｈ
ｅ
ｉｔ
］

に

お

い

て

な

お

確

実

に

持

続

さ

れ

る

こ

と

を

み

な

か

っ

た

。

そ

も

そ

も

、

単

な

る

金

や

財

貨

だ

け

が

所

有

（
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

）

な

の

で

あ

ろ

う

か

、

そ

れ

と

も

、

意

見

な

る

も

の

も

す

べ

て

私

の

も

の

・

一

の

自

己

的

な

る

も

の

な

の

で

は

あ

る

ま

い

か
」
。
「
社

会

主

義

者

も

、

所

有

を

排

し

な

が

ら

」

と

は

「
社

会

主

義

者

は

「
私

の
も

の
」

を

社

会

の

も

の

と

し

た

が
」

と

い

う

意

味

で

あ

る
。

し

か
し

い

か

に
社

会
主

義

者

が

そ

う

し

よ

う

と

、

私

の

も

の

は

ど

っ

こ

い

生

き

て

い

る

と

言

う

。

前

半

を

よ

り

正

確

に

訳

せ

ば

「
E
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
は
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
に
お
い
て
持
続
を
確
保
す
る
」
こ
こ
を
見
て

い

な

い

と

言

う

の

で

あ

る
。
"
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｔｕ
m

”
の

も

と

に
"
Ｅ
ｉｇ
ｅ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉｔ
"
が

"
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
ｅ
ｎ
"
す
る
の
で
は
な
い
、
"
E
i
g
e
n
h
e
i
t
"
の
も
と
に
"
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
"
が

"ｓ
ｅ
ｔｚ
ｅ
ｎ
”

す

る

の

で

あ

る
。

シ

ュ
テ

ィ
ル

ナ
ー

は

主

著

第

二

部

の

後
半

を

だ

い
ぶ

過

ぎ

た

あ

た

り

か

ら
、

"
G
e
n
u
s
s
"
「
享
受
」
と
い
う
言
葉
を
俄
に
多
用
し
、
そ
の
鎮
静
化
に
向
か
う
。

”
Ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｇ
ｅ
ｎ
ｕ
s
s
"
「
私
の
自
己
享
受
」
と
の
タ
イ
ト
ル
も
見
え
る
。

今

ま

で

の

延

長

上

に

あ

り

な

が

ら
、

世

界

と

の

か

か

お

り

方

が

明

ら

か

に

違

っ
て

い

る

。

筆

者

の

次

の
研

究

課
題

と
し

た

い
。

（
1
）
　
Ｍ
ａ
ｘ
　
Ｓ
ｔ
ｉ
ｒ
ｎ
ｅ
ｒ
:
　
Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｉ
ｎ
ｚ
ｉ
ｇ
ｅ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
ｍ
,
　
Ｒ
ｅ
ｃ
ｌ
ａ
ｍ
,
　
１
９
９
１
,

Ｓ
.
　

２

８
７
.

訳

文

は

、

片

岡

啓

治

訳

『

唯

一

者

と

そ

の

所

有

』

上

・

下

（

現

代

思

潮

社

一

九

八

二

）

に

よ

っ

た

。

な

お

そ

の

引

用

文

中

の

（
　

）

と

そ

の

中

の

ド

イ

ツ

語

は

、

直

前

の

語

に

対

応

す

る

も

の

と

し

て

、

筆

者

が

便

宜

的

に

加

え

た

も

の

で

あ

る

。

（

２

）
　

Ｉ
ｂ

ｉ
ｄ
.
,
　

Ｓ
.
　
２

７
４
.

（

３

）
　

片

岡

啓

治

訳

『

唯

一

者

と

そ

の

所

有

』

下
　

三

四

二

頁

解

説



（
４

）
　
Ｉ
ｂ
ｉｄ

．
,　
Ｓ
.　
１
９
６

．

（
５

）
　
Ｉ
ｂ
ｉｄ
.
,　
Ｓ
.　
１
９
９
.

（
６
）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
Ｓ
.
　
３
５
２
～
３
５
３
.

（
７

）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,　
Ｓ
.　
３
６
７
.

（
８

）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,　Ｓ
.　
１
９
９
.

（
９
）
　
Ｉ
ｃ
ｈ
　
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
…
"
の
形
は
な
い
と
い
う
意
味
。
"
ａ
ｎ
ｅ
ｉ
ｇ
ｎ
ｅ
ｎ
"
 
"
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ

ｓ
ｅ
ｉｎ
"

と

し

て

の

用

例

は

あ

る

。

（
1
0
）
　
Ｉ
ｂ
ｉｄ
.
,　
Ｓ
.　
１
７
１
.

（
３

）
　
Ｉ
ｂ
ｉｄ
.
,　
Ｓ
.　
２
３
９
.

（
２
）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
Ｓ
.
　
３
９
７
.

（
1
3
）
　
Ｉ
ｂ
ｉｄ
.
,　
Ｓ
.　
２
４
６
.

（
1
4
）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,　Ｓ
.　
２
７
０
.

（
1
5
）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,　Ｓ
.　
２
８
４
.

（
1
6
）
　
Ｉ
ｂ
ｉｄ
.
,　
Ｓ
.　
２
３
０
.

（
1
7
）
　
Ｉ
ｂ
ｉｄ
.
,　
Ｓ
.　
１
５
７
.

（
1
8
）
　
Ｉ
ｂ
ｉｄ
.
,　
Ｓ

．
　
３
２
３
.

（
1
9
）
　
Ｉ
ｂ
ｉｄ
.
,　
Ｓ

．
　
２
８
５
.

（
2
0
）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
Ｓ
.
４
０
２
.

（
2
1
）
　
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
Ｓ
.
　
３
９
８
.

（
2
2
）
　
Ｉ
ｂ
ｉｄ
.
,　
Ｓ
.　
３
５
３
.

（
2
3
）
　
Ｉ
ｂ
ｉｄ
.
,　
Ｓ
.　
２
０
０
.

（
2
4
）
　
Ｉｂ
ｉ
ｄ
.
,　
Ｓ
.　
１
４
１
.

（
2
5
）
　
例

え

ば

Ｉ
ｂ
ｉｄ
.
,　
Ｓ
.　
３
５
６
.

「
私
は
、
自
由
を
望
む
も
の
で
も
な
く
、
人
間

の
平
等
を
望
む
も
の
で
も
な

い

私
は
た
だ
、
世
界
に
た
い
す
る
私
の
力
を
望
む

の
で
あ
り
、
世
界
を
し
て
私

の

所
有
（
Ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
）
た
ら
し
め
ん
と
望
み
、
す
な
わ
ち
世
界
を
享
受
し
う
る

も
の
（
ｇ
ｅ
ｎ
ｉ
ｅ
s
s
ｂ
ａ
ｒ
）
た
ら
し
め
ん
と
望
む
の
だ
」
。
所
有
し
う
る
も
の
で
は

な
い
、
享
受
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

（
す
ず

ぎ
・
か
ず
お
、
西
洋
哲
学
、
東
京
学
芸
大
学
大
学
院
）
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