
な

ん

と

か

学

 

 

１

 

擬

似

学

問

 

 

私

は

、

安

易

な

「

○

○

学

」

と

い

う

よ

う

な

名

付

け

方

が

嫌

い

で

あ

る

。

親

学

（

お

や

が

く

）

と

か

、

ト

ラ

ン

ス

パ

ー

ソ

ナ

ル

心

理

学

と

か

、

そ

う

い

う

類

の

も

の

だ

。

私

は

、

そ

れ

ら

を

、

な

ん

と

か

学

と

呼

ぶ

こ

と

に

す

る

。

 

 

そ

こ

に

は

、

本

物

の

学

問

の

な

か

に

偽

物

の

学

問

を

紛

れ

込

ま

せ

よ

う

と

す

る

意

図

を

感

じ

る

。

 

 

た

だ

し

、

私

は

疑

似

科

学

が

嫌

い

だ

と

言

っ

て

い

る

訳

で

は

な

い

。

ラ

イ

ア

ル

・

ワ

ト

ソ

ン

の

「

無

生

物

に

も

知

性

が

あ

る

。

」

と

い

う

よ

う

な

話

は

ロ

マ

ン

チ

ッ

ク

で

好

き

だ

し

、

疑

似

科

学

的

な

主

張

に

つ

い

て

、

実

験

に

よ

る

再

現

可

能

性

が

な

い

で

は

な

い

か

、

と

い

う

よ

う

な

理

由

で

切

り

捨

て

る

べ

き

だ

と

も

思

っ

て

い

な

い

。

 

 

私

は

、

よ

く

言

わ

れ

る

科

学

か

科

学

で

な

い

か

と

い

う

疑

似

科

学

の

問

題

の

手

前

に

、

学

問

か

学

問

で

な

い

か

と

い

う

擬

似

学

問

の

問

題

が

あ

る

と

考

え

る

。

 

科

学

と

疑

似

科

学

の

関

係

は

流

動

的

だ

。

疑

似

科

学

に

は

「

ま

だ

科

学

的

な

検

証

が

さ

れ

て

い

な

い

科

学

的

主

張

」

と

い

う

意

味

合

い

が

あ

る

。

そ

う

い

う

意

味

で

は

疑

似

科

学

は

科

学

に

な

り

う

る

。

 

確

か

に

疑

似

科

学

に

は

そ

れ

を

超

え

た

胡

散

臭

さ

が

あ

る

。

普

通

、

疑

似

科

学

は

科

学

的

検

証

を

経

た

か

の

よ

う

な

偽

装

を

し

て

い

る

。

し

か

し

私

は

、

そ

の

胡

散

臭

さ

は

疑

似

科

学

と

し

て

述

べ

る

べ

き

も

の

で

は

な

く

、

擬

似

学

問

と

で

も

捉

え

る

べ

き

も

の

で

あ

る

と

考

え

て

い

る

。

 

私

は

、

そ

の

胡

散

臭

さ

を

、

そ

の

中

身

で

は

な

く

、

社

会

的

な

意

図

と

い

う

点

か

ら

捉

え

た

い

。

「

学

問

で

は

な

い

も

の

が

、

学

問

の

有

す

る

名

声

を

利

用

し

て

正

当

性

が

あ

る

も

の

と

し

て

自

ら

の

主

張

を

他

者

に

押

し

付

け

よ

う

と

い

う

意

図

を

持

っ

て

い

る

こ

と

。

」

を

擬

似

学

問

と

す

る

。

こ

の

な

か

に

は

当

然

、

科

学

を

利

用

す

る

意

図

を

有

す

る

疑

似

科

学

も

含

ま

れ

る

。

し

か

し

、

そ

の

他

に

も

、

科

学

的

手

法

に

よ

ら

な

い

学

問

、

例

え

ば

哲

学

に

対

す

る

擬

似

哲

学

の

よ

う

な

も

の

も

含

ま

れ

る

だ

ろ

う

。

 

 

こ

れ

か

ら

、

そ

の

よ

う

な

意

図

を

持

つ

擬

似

学

問

が

、

ど

の

よ

う

な

も

の

な

の

か

捉

え

て

い

き

た

い

。

 

 

２

 

本

物

の

学

問

 

 

な

ん

と

か

学

の

な

か

に

混

在

し

て

い

る

本

物

の

学

問

と

擬

似

学

問

を

見

分

け

る

た

め

に

は

、

学

問

と

い

う

も

の

を

捉

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

大

上

段

か

ら

「

学

問

と

は

何

か

。

」

と

い

う

問

い

を

立

て

そ

の

答

え

を

探

す

こ

と

は

極

め

て

困

難

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

文

章

に

お

い

て

は

、

そ

こ

ま

で

の

答

え

は

必

要

な

い

。

私

が

定

義

し

た

擬

似

学

問

と

対

比

し

た

場

合

の

学

問

が

何

か

、

と

い

う

問

題

に

答

え

ら

れ

れ

ば

よ

い

。

こ

れ

な

ら

ば

簡

単

に

答

え

が

出

せ

る

。

 

 

答

え

を

求

め

る

上

で

の

手

が

か

り

は

、

私

が

「

擬

似

学

問

は

、

学

問

の

有

す

る

名

声

を

利

用

し

て

自

ら

の

正

当

性

を

手

に

入

れ

よ

う

と

し

て

い

る

。

」

と

み

な

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

 

 

つ

ま

り

、

学

問

に

は

現

に

名

声

と

正

当

性

が

あ

る

。

学

問

と

し

て

の

名

声

と

正

当

性

を

既

に

社

会

的

に

獲

得

し

て

い

る

も

の

が

学

問

で

あ

る

。

具

体

的

に

は

「

物

理

学

」

「

経

済

学

」

と

い

っ

た

既

に

社

会

的

に



幅

広

く

認

知

さ

れ

て

い

る

学

問

の

分

野

が

ま

ず

イ

メ

ー

ジ

で

き

よ

う

。

 

 

し

か

し

、

そ

れ

だ

け

で

は

新

興

の

学

問

に

と

っ

て

は

不

利

で

あ

る

。

既

に

学

問

で

あ

る

も

の

だ

け

が

学

問

な

ら

ば

、

新

た

に

学

問

の

分

野

が

生

ま

れ

る

こ

と

が

で

き

な

く

な

る

。

 

 

新

興

の

学

問

が

名

声

、

正

当

性

を

有

す

る

に

値

す

る

か

ど

う

か

考

え

る

た

め

に

は

、

既

存

の

学

問

は

名

声

、

正

当

性

を

ど

の

よ

う

に

獲

得

し

て

き

た

の

か

を

踏

ま

え

る

必

要

が

あ

る

。

そ

れ

は

歴

史

的

な

視

点

で

あ

ろ

う

。

東

洋

世

界

で

あ

れ

ば

春

秋

戦

国

時

代

の

中

国

、

西

洋

で

あ

れ

ば

古

代

ギ

リ

シ

ャ

と

い

っ

た

遠

い

過

去

か

ら

綿

々

と

続

く

歴

史

の

な

か

で

学

問

は

発

展

し

つ

つ

名

声

と

正

当

性

を

獲

得

し

て

き

た

こ

と

を

踏

ま

え

る

必

要

が

あ

る

。

 

 

こ

こ

で

キ

ー

ワ

ー

ド

と

な

る

の

は

「

発

展

」

で

あ

る

。

 

 

発

展

し

な

け

れ

ば

、

学

問

は

名

声

、

正

当

性

を

有

し

な

か

っ

た

。

つ

ま

り

は

、

学

問

と

し

て

の

名

声

、

正

当

性

を

有

す

る

た

め

に

は

発

展

性

が

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

な

お

、

本

来

的

な

意

味

と

し

て

は

「

学

問

」

に

名

声

、

正

当

性

は

必

須

で

は

な

く

、

発

展

性

も

必

要

な

い

だ

ろ

う

。

多

分

、

「

学

問

」

と

い

う

も

の

の

最

も

広

義

の

定

義

は

、

「

構

造

化

さ

れ

た

知

識

」

と

い

う

あ

た

り

に

あ

る

。

広

義

の

「

学

問

」

に

は

、

神

話

や

寓

話

の

よ

う

な

も

の

も

含

ま

れ

う

る

。

 

 

し

か

し

、

今

念

頭

に

置

い

て

い

る

学

問

と

は

、

擬

似

学

問

に

対

比

し

た

場

合

の

学

問

と

い

う

意

味

で

、

広

義

の

学

問

で

は

な

い

。

擬

似

学

問

が

求

め

る

名

声

、

正

当

性

を

学

問

は

有

し

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

と

す

れ

ば

、

学

問

と

い

う

概

念

は

よ

り

狭

く

な

り

、

名

声

、

正

当

性

の

基

礎

と

な

る

発

展

性

を

有

す

る

こ

と

が

必

須

と

な

る

。

 

 

よ

っ

て

発

展

性

が

あ

る

か

ど

う

か

で

本

物

の

学

問

と

擬

似

学

問

を

見

分

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

新

興

の

学

問

で

現

在

は

名

声

、

正

当

性

を

有

し

て

い

な

く

て

も

、

発

展

性

が

あ

る

な

ら

ば

、

名

声

、

正

当

性

を

有

す

る

に

値

す

る

。

 

 

３

 

学

問

の

発

展

性

 

 

学

問

の

発

展

性

と

は

、

つ

ま

り

、

自

ら

の

修

正

・

否

定

を

許

容

で

き

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

ど

ん

な

に

穏

当

な

学

問

の

発

展

で

あ

っ

て

も

最

低

限

の

学

問

自

体

の

修

正

を

伴

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

 

 

例

え

ば

、

私

が

、

リ

ン

ゴ

を

手

か

ら

放

す

と

地

面

に

落

ち

る

力

を

重

力

と

し

て

初

め

て

名

付

け

た

と

す

る

。

そ

し

て

、

リ

ン

ゴ

重

力

学

と

名

付

け

た

と

す

る

。

そ

の

う

ち

、

あ

な

た

が

、

ミ

カ

ン

に

も

下

に

落

ち

る

力

が

あ

る

と

気

付

き

、

リ

ン

ゴ

・

ミ

カ

ン

重

力

学

と

し

て

発

展

さ

せ

た

と

す

る

。

 

そ

の

よ

う

な

単

な

る

事

例

の

追

加

で

あ

っ

て

も

、

重

力

と

い

う

意

味

は

大

き

く

修

正

さ

れ

て

い

る

。

当

初

は

リ

ン

ゴ

に

か

か

る

力

を

重

力

と

言

っ

て

い

た

の

が

、

リ

ン

ゴ

と

ミ

カ

ン

に

か

か

る

力

を

重

力

と

い

う

と

修

正

さ

れ

て

い

る

。

 

そ

し

て

、

そ

の

修

正

が

も

は

や

修

正

と

い

う

言

葉

で

捉

え

ら

れ

な

け

れ

ば

、

否

定

に

至

る

。

例

え

ば

リ

ン

ゴ

が

落

ち

る

の

は

重

力

に

よ

っ

て

で

は

な

く

天

使

が

押

し

て

い

る

か

ら

だ

と

い

う

こ

と

が

発

見

さ

れ

れ

ば

、

も

は

や

重

力

学

と

す

ら

名

付

け

ら

れ

な

く

な

る

だ

ろ

う

。

 

 

そ

れ

で

は

具

体

的

に

自

ら

の

修

正

・

否

定

を

許

容

す

る

と

は

ど

う

い

う

こ

と

か

と

言

え

ば

、

そ

れ

は

実

際

に

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

を

見

れ

ば

明

ら

か

な

よ

う

に

、

対

話

、

議

論

を

許

容

し

、

自

ら

の

考

え

を

改

め



る

こ

と

を

許

容

す

る

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

例

で

言

え

ば

、

対

話

を

経

て

リ

ン

ゴ

重

力

学

の

不

備

を

認

め

、

リ

ン

ゴ

・

ミ

カ

ン

重

力

学

を

受

け

入

れ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

 

な

お

、

対

話

は

私

と

あ

な

た

の

間

で

行

わ

れ

な

く

て

も

よ

い

。

私

は

変

化

を

認

め

ら

れ

な

い

石

頭

で

あ

っ

て

も

よ

い

。

世

間

（

現

実

的

に

は

学

会

？

）

が

、

リ

ン

ゴ

重

力

学

と

リ

ン

ゴ

・

ミ

カ

ン

重

力

学

と

の

ど

ち

ら

が

正

し

い

か

を

議

論

し

た

う

え

で

、

リ

ン

ゴ

重

力

学

か

ら

リ

ン

ゴ

・

ミ

カ

ン

重

力

学

へ

の

変

化

を

受

け

入

れ

ら

れ

れ

ば

よ

い

。

そ

う

す

れ

ば

、

学

問

は

発

展

す

る

。

 

 

こ

れ

が

、

学

問

に

発

展

性

が

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

 

 

４

 

具

体

的

な

検

証

 

 

で

は

実

際

に

、

親

学

（

お

や

が

く

）

と

か

、

ト

ラ

ン

ス

パ

ー

ソ

ナ

ル

心

理

学

と

か

と

い

っ

た

、

な

ん

と

か

学

が

本

物

の

学

問

か

擬

似

学

問

か

見

分

け

る

に

は

ど

う

し

た

ら

い

い

だ

ろ

う

。

 

 

ま

ず

、

い

ず

れ

も

新

興

の

な

ん

と

か

学

で

あ

り

、

既

に

社

会

的

に

名

声

や

正

当

性

を

得

て

い

る

と

は

言

え

な

い

こ

と

は

明

ら

か

だ

。

よ

っ

て

、

発

展

性

の

有

無

と

い

う

観

点

か

ら

、

対

話

、

議

論

を

許

容

し

、

自

ら

の

考

え

を

改

め

る

こ

と

を

許

容

し

て

い

る

か

検

証

す

る

必

要

が

あ

る

。

 

 

し

か

し

検

証

に

は

工

夫

が

必

要

だ

。

 

 

な

ぜ

な

ら

、

あ

る

程

度

歴

史

が

あ

れ

ば

、

そ

の

な

ん

と

か

学

の

な

か

で

対

話

、

議

論

が

あ

っ

た

か

ど

う

か

観

察

す

る

こ

と

で

、

直

接

的

に

発

展

性

が

あ

る

か

ど

う

か

が

わ

か

る

が

、

新

興

の

学

問

の

場

合

、

そ

の

よ

う

に

観

察

す

る

だ

け

で

は

、

た

ま

た

ま

、

ま

だ

対

話

、

議

論

が

な

い

の

か

、

そ

れ

と

も

本

質

的

に

対

話

、

議

論

を

許

し

て

い

な

い

の

か

を

、

区

別

す

る

こ

と

は

難

し

い

か

ら

だ

。

 

 

そ

こ

で

、

成

り

立

ち

に

注

目

す

る

こ

と

が

有

効

だ

ろ

う

。

 

な

ぜ

な

ら

、

対

話

、

議

論

を

許

容

し

、

学

問

と

し

て

の

発

展

性

を

有

し

て

い

る

な

ら

ば

、

少

な

く

と

も

、

そ

の

成

立

の

場

面

で

は

、

既

存

の

学

問

と

の

対

話

、

議

論

が

あ

っ

た

は

ず

だ

か

ら

だ

。

 

 

で

き

れ

ば

、

既

存

の

学

問

側

か

ら

の

視

点

も

踏

ま

え

た

方

が

良

い

。

論

敵

の

こ

と

を

完

全

に

認

め

る

こ

と

は

な

い

だ

ろ

う

が

、

少

な

く

と

も

、

両

者

の

違

い

が

明

確

に

な

っ

て

い

る

か

ど

う

か

、

と

い

う

よ

う

な

観

点

か

ら

の

分

析

は

可

能

だ

ろ

う

か

ら

だ

。

 

 

こ

の

例

で

言

え

ば

、

教

育

学

か

ら

親

学

が

分

離

し

、

心

理

学

か

ら

ト

ラ

ン

ス

パ

ー

ソ

ナ

ル

心

理

学

が

分

離

し

た

と

考

え

ら

れ

る

が

、

既

存

の

教

育

学

、

心

理

学

か

ら

見

て

、

適

切

な

対

話

、

議

論

を

経

て

、

分

離

し

た

か

ど

う

か

を

検

証

す

る

必

要

が

あ

る

だ

ろ

う

。

 

 

よ

っ

て

、

今

の

と

こ

ろ

、

私

は

、

親

学

や

ト

ラ

ン

ス

パ

ー

ソ

ナ

ル

心

理

学

を

擬

似

学

問

と

は

言

っ

て

い

な

い

。

た

だ

、

今

述

べ

た

よ

う

な

視

点

で

検

証

し

な

け

れ

ば

怪

し

い

と

考

え

て

い

る

。

 

 

５

 

状

況

証

拠

 

 

な

ぜ

怪

し

い

か

と

言

え

ば

、

私

は

、

な

ん

と

か

学

が

、

○

○

理

論

と

か

、

○

○

仮

説

と

い

っ

た

よ

う

な

名

付

け

方

を

せ

ず

、

安

易

に

○

○

学

と

い

う

名

付

け

方

を

し

て

い

る

か

ら

だ

。

そ

こ

に

、

私

は

、

擬

似

学

問

で

あ

る

、

と

い

う

状

況

証

拠

の

よ

う

な

も

の

を

感

じ

る

。

 

 

こ

れ

ま

で

、

擬

似

学

問

の

内

容

に

つ

い

て

述

べ

て

き

た

が

、

擬

似

学

問

の

形

式

面

に

つ

い

て

は

、

ま

だ



語

る

べ

き

こ

と

が

あ

る

と

考

え

て

い

る

。

 

 

そ

こ

で

、

私

が

形

式

面

で

怪

し

い

と

考

え

る

ポ

イ

ン

ト

を

明

確

に

す

る

た

め

、

限

界

事

例

だ

と

思

わ

れ

る

も

の

を

具

体

例

と

し

て

示

し

つ

つ

説

明

を

試

み

る

こ

と

と

し

よ

う

。

 

 

６

 

マ

ル

ク

ス

経

済

学

１

 

名

は

体

を

表

す

 

 

私

に

と

っ

て

の

限

界

事

例

と

し

て

、

マ

ル

ク

ス

経

済

学

、

ユ

ン

グ

心

理

学

と

い

っ

た

、

人

名

＋

学

問

の

分

野

と

い

う

名

付

け

方

が

あ

る

。

私

は

、

こ

の

い

ず

れ

も

詳

し

く

な

い

の

で

内

容

が

嫌

い

な

訳

で

は

な

い

が

、

名

付

け

方

が

よ

く

な

い

。

 

 

多

分

、

「

マ

ル

ク

ス

経

済

学

」

と

い

う

言

葉

の

本

来

的

な

意

味

と

し

て

は

、

「

経

済

に

関

す

る

分

野

に

つ

い

て

、

マ

ル

ク

ス

が

発

見

し

た

概

念

や

手

法

に

よ

り

、

マ

ル

ク

ス

が

行

っ

た

研

究

結

果

」

と

い

う

よ

う

な

意

味

が

あ

る

だ

ろ

う

。

そ

し

て

、

そ

こ

に

マ

ル

ク

ス

の

後

継

者

た

ち

が

行

っ

た

業

績

も

加

え

れ

ば

「

経

済

に

関

す

る

分

野

に

つ

い

て

、

マ

ル

ク

ス

が

発

見

し

、

ま

た

は

後

継

者

が

マ

ル

ク

ス

の

発

見

に

大

き

な

齟

齬

が

な

い

範

囲

で

発

展

さ

せ

た

概

念

や

手

法

に

よ

り

、

マ

ル

ク

ス

が

行

い

、

ま

た

は

後

継

者

が

マ

ル

ク

ス

の

研

究

結

果

に

大

き

な

齟

齬

が

な

い

範

囲

で

発

展

さ

せ

た

研

究

結

果

」

と

で

も

言

え

よ

う

。

 

 

私

は

、

そ

の

後

継

者

の

「

マ

ル

ク

ス

の

発

見

・

研

究

結

果

に

大

き

な

齟

齬

が

な

い

範

囲

で

」

と

い

う

と

こ

ろ

に

不

穏

さ

を

感

じ

る

。

も

し

、

後

継

者

と

マ

ル

ク

ス

と

で

大

き

な

齟

齬

が

あ

れ

ば

、

そ

れ

は

「

マ

ル

ク

ス

経

済

学

」

で

は

な

く

な

る

。

そ

こ

に

は

、

マ

ル

ク

ス

を

逸

脱

す

る

こ

と

に

対

す

る

抵

抗

感

を

感

じ

る

。

 

 

こ

の

抵

抗

感

と

は

、

つ

ま

り

は

マ

ル

ク

ス

の

偉

大

さ

だ

。

マ

ル

ク

ス

が

偉

大

だ

か

ら

こ

そ

、

そ

こ

か

ら

外

れ

る

こ

と

に

抵

抗

感

が

あ

る

。

そ

こ

に

不

穏

さ

を

感

じ

る

。

 

 

た

だ

し

、

私

は

、

マ

ル

ク

ス

の

偉

大

さ

を

無

視

す

べ

き

だ

と

言

っ

て

い

る

訳

で

は

な

い

。

 

 

マ

ル

ク

ス

が

ど

う

い

う

人

で

ど

う

い

う

業

績

を

残

し

た

か

は

一

般

常

識

以

上

の

こ

と

は

知

ら

な

い

が

、

マ

ル

ク

ス

の

偉

大

さ

に

は

、

述

べ

た

こ

と

の

偉

大

さ

と

、

人

間

と

し

て

の

偉

大

さ

が

あ

る

。

 

そ

の

う

ち

の

、

マ

ル

ク

ス

が

述

べ

た

こ

と

の

偉

大

さ

は

無

視

で

き

な

い

。

学

問

に

お

い

て

偉

大

な

先

人

を

乗

り

越

え

る

と

は

、

先

人

が

述

べ

た

こ

と

を

乗

り

越

え

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

マ

ル

ク

ス

の

経

済

学

を

乗

り

越

え

よ

う

と

す

る

者

は

、

マ

ル

ク

ス

と

対

話

し

、

議

論

し

（

間

接

的

に

書

物

を

通

じ

た

も

の

で

あ

っ

て

も

）

、

そ

れ

に

打

ち

勝

つ

と

い

う

大

き

な

困

難

に

立

ち

向

か

う

こ

と

に

な

る

。

そ

う

い

う

意

味

で

マ

ル

ク

ス

が

述

べ

た

こ

と

の

偉

大

さ

は

無

視

で

き

な

い

。

 

 

し

か

し

、

そ

の

こ

と

と

は

別

に

マ

ル

ク

ス

の

人

間

と

し

て

の

偉

大

さ

を

考

慮

す

る

必

要

は

学

問

上

な

い

。

な

お

、

私

が

、

こ

こ

で

人

間

と

し

て

の

偉

大

さ

、

と

言

っ

て

い

る

の

は

、

マ

ル

ク

ス

が

多

数

の

労

働

者

の

こ

と

を

考

え

て

い

た

か

ら

偉

大

だ

っ

た

、

と

か

、

頑

張

っ

て

勉

強

し

た

か

ら

偉

大

だ

っ

た

、

と

い

う

よ

う

な

こ

と

だ

け

を

言

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

。

マ

ル

ク

ス

は

こ

れ

ま

で

の

経

済

学

に

は

な

い

革

新

的

な

ア

イ

デ

ィ

ア

を

思

い

つ

い

た

か

ら

偉

大

だ

、

と

い

う

よ

う

な

学

者

と

し

て

の

社

会

的

な

意

味

で

の

偉

大

さ

も

含

ん

で

い

る

。

学

者

と

し

て

の

マ

ル

ク

ス

に

着

目

す

る

な

ら

ば

、

私

は

、

学

者

と

し

て

の

社

会

的

な

評

価

の

よ

う

な

も

の

を

除

き

、

学

者

と

し

て

何

を

行

っ

た

か

と

い

う

学

問

の

内

容

と

し

て

の

偉

大

さ

の

み

を

考

慮

す

べ

き

だ

と

言

っ

て

い

る

。

 

 

以

上

の

こ

と

を

念

頭

に

お

い

た

う

え

で

、

私

は

「

マ

ル

ク

ス

経

済

学

」

と

い

う

よ

う

な

名

付

け

方

は

、



マ

ル

ク

ス

の

偉

大

さ

を

必

要

以

上

に

詰

め

込

ん

だ

表

現

で

あ

る

と

考

え

て

い

る

。

こ

こ

に

私

は

、

マ

ル

ク

ス

経

済

学

と

い

う

呼

称

に

疑

問

を

感

じ

る

理

由

の

ひ

と

つ

が

あ

る

。

 
 

な

お

、

こ

の

例

で

は

マ

ル

ク

ス

と

い

う

名

前

が

冠

さ

れ

た

も

の

を

用

い

た

が

、

例

え

ば

現

象

学

と

言

え

ば

フ

ッ

サ

ー

ル

が

念

頭

に

あ

る

よ

う

に

、

す

べ

て

の

学

問

に

お

い

て

同

じ

こ

と

が

言

え

る

。

そ

の

分

野

の

創

始

者

の

偉

大

さ

が

重

く

の

し

か

か

る

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

は

不

可

避

で

あ

る

。

 

よ

っ

て

、

私

は

、

全

く

新

し

く

学

問

を

独

立

す

べ

き

で

な

い

と

言

っ

て

い

る

訳

で

は

な

い

。

た

だ

、

軽

々

し

く

独

立

さ

せ

る

べ

き

で

は

な

い

。

名

は

体

を

表

す

。

だ

か

ら

気

を

つ

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

７

 

マ

ル

ク

ス

経

済

学

２

 

マ

ル

ク

ス

経

済

学

自

体

の

否

定

 

 

し

か

し

よ

り

大

き

な

問

題

は

、

マ

ル

ク

ス

経

済

学

を

（

マ

ル

ク

ス

本

人

と

後

継

者

を

マ

ル

ク

ス

達

と

す

る

な

ら

ば

）

「

経

済

に

関

す

る

分

野

に

つ

い

て

、

マ

ル

ク

ス

達

が

発

見

、

発

展

さ

せ

た

概

念

や

手

法

に

よ

り

、

マ

ル

ク

ス

達

が

行

っ

た

研

究

結

果

」

と

し

た

こ

と

に

あ

る

。

 

 

こ

の

う

ち

の

「

マ

ル

ク

ス

達

が

行

っ

た

研

究

結

果

」

と

い

う

よ

う

な

定

義

は

本

来

必

要

な

い

だ

ろ

う

。

な

ぜ

な

ら

、

そ

こ

ま

で

決

め

ら

れ

て

し

ま

っ

た

ら

、

議

論

も

何

も

な

く

発

展

性

は

な

い

か

ら

だ

。

先

ほ

ど

言

っ

た

よ

う

に

、

そ

れ

は

学

問

で

は

な

い

。

 

 

学

問

で

あ

る

な

ら

ば

、

マ

ル

ク

ス

達

が

発

見

し

た

「

概

念

、

手

法

」

を

用

い

て

い

る

限

り

、

マ

ル

ク

ス

達

が

導

き

出

し

た

結

果

と

違

い

が

あ

っ

て

も

よ

い

は

ず

だ

。

そ

う

い

う

意

味

で

は

「

マ

ル

ク

ス

的

手

法

に

よ

る

経

済

学

」

と

い

う

よ

う

な

意

味

で

「

マ

ル

ク

ス

経

済

学

」

と

呼

ん

で

い

る

と

い

う

こ

と

な

の

か

も

し

れ

な

い

。

 

 

た

だ

し

、

こ

こ

で

留

意

し

て

お

き

た

い

が

、

結

果

が

違

っ

て

も

い

い

と

い

う

こ

と

は

、

マ

ル

ク

ス

達

の

概

念

、

手

法

を

用

い

て

マ

ル

ク

ス

達

が

言

っ

た

こ

と

を

否

定

し

て

も

よ

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

否

定

と

は

、

マ

ル

ク

ス

達

の

概

念

、

手

法

が

全

く

役

に

立

た

な

い

と

い

う

全

否

定

を

も

含

む

。

つ

ま

り

、

マ

ル

ク

ス

経

済

学

が

学

問

で

あ

る

た

め

に

は

、

マ

ル

ク

ス

経

済

学

自

体

が

否

定

さ

れ

う

る

こ

と

を

も

認

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

し

か

し

、

「

マ

ル

ク

ス

経

済

学

」

と

い

う

よ

う

に

独

立

し

た

名

前

が

付

与

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

、

そ

れ

を

や

り

に

く

く

す

る

。

そ

う

い

う

意

味

で

は

セ

ン

ス

の

よ

い

名

付

け

方

だ

と

は

思

え

な

い

。

不

可

能

で

は

な

い

が

や

り

に

く

い

。

そ

こ

が

、

こ

の

名

付

け

方

が

限

界

事

例

だ

と

感

じ

る

ゆ

え

ん

だ

。

 

 

８

 

不

誠

実

な

態

度

 

 

私

が

「

マ

ル

ク

ス

経

済

学

」

と

い

う

例

を

用

い

て

言

い

た

か

っ

た

こ

と

は

、

独

立

し

た

学

問

の

分

野

と

し

て

名

乗

る

こ

と

で

、

創

始

者

の

社

会

的

名

声

を

密

輸

し

、

純

粋

に

学

問

的

な

議

論

を

し

に

く

く

し

、

そ

の

学

問

の

分

野

全

体

を

ひ

っ

く

り

返

す

よ

う

な

根

源

的

な

議

論

を

し

に

く

く

す

る

、

と

い

う

こ

と

だ

。

 

 

こ

の

、

あ

え

て

、

独

立

し

た

学

問

の

分

野

と

し

て

し

ま

う

こ

と

で

議

論

を

避

け

よ

う

と

す

る

不

誠

実

な

態

度

が

、

擬

似

学

問

と

し

て

の

状

況

証

拠

だ

。

 

 

マ

ル

ク

ス

経

済

学

や

そ

の

他

の

多

数

の

学

問

の

分

野

の

場

合

に

は

、

そ

の

歴

史

に

お

い

て

現

に

議

論

さ

れ

発

展

し

て

き

た

と

い

う

こ

と

を

も

っ

て

擬

似

学

問

に

陥

る

こ

と

を

逃

れ

て

い

る

。

 



 

一

方

で

新

興

の

、

私

が

な

ん

と

か

学

と

呼

ぶ

も

の

た

ち

は

、

名

付

け

方

に

お

い

て

擬

似

学

問

と

し

て

の

状

況

証

拠

を

持

ち

な

が

ら

、

歴

史

の

テ

ス

ト

を

経

て

い

な

い

。

 

 

だ

か

ら

、

私

に

は

、

こ

れ

ら

が

、

対

話

、

議

論

に

基

づ

く

発

展

性

を

拒

否

し

つ

つ

、

一

方

で

対

話

、

議

論

に

基

づ

く

発

展

性

を

経

た

か

の

よ

う

に

正

当

性

を

詐

取

し

、

偽

り

の

名

声

を

得

よ

う

と

し

て

い

る

疑

似

学

問

で

あ

る

よ

う

に

思

え

て

し

ま

う

の

だ

。

 

 

そ

し

て

、

な

ん

と

か

学

の

側

も

、

こ

の

よ

う

に

疑

念

を

抱

か

れ

う

る

と

い

う

こ

と

に

意

識

を

向

け

る

必

要

が

あ

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

 
 

 


