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　　　　　　 世 界を創造す る協働
一 A ．A 。ボ グ ダ

ー ノ ブ の 思想 に お ける宇宙 と人間の 進化 一

佐　 藤 　 正 　 則

1，　 は じめ に

　 A ．A ．ボ グ ダ ー
ノ ブ （1873

−一一1928） はボ リシ ェ ヴ ィ キ の 中 で ， 大 きな精神的

影響力 を も っ て い た 。 た とえば
， 建神主義や プ ロ レ トクリ ト， テ イ ラ ー リズ ム

とい っ た
，

ボ リシ ェ ヴ ィ キがお こ な っ た さ ま ざまな実験 の 多 くが ボ グ ダ ー ノ ブ

の 強 い 精神的影響の 下 にあ っ た ， も っ とも
，

ボ グ ダ ー ノ ブ を傑出 した大思想家

と して 考え るの は 正 し くない で あ ろ う。 む しろ
， 彼 は ボ リ シ ェ ヴ ィキ の 活動家

た ちが 共通 して 抱 い て い た思 想 や メ ン タ リ テ ィ
ー

を もっ と も顕著なか た ちで 体

現 して い た の で あ り， そ れ ゆ え 多 くの ボ リ シ ェ ヴ ィ キ の 活動家 た ちに 共感 を

もっ て 受け入 れ られ たの だ と考え る方が 妥当で あろ う。 したが っ て
， 彼の 思想

を検討する こ とに よ っ て ， ボ リ シ ェ ヴィ キ の メ ン タ リテ ィ
ー

の あ る重要 な
一一一

面

を明 らか にで きる はずだ 。

　 しか しなが ら， 現在まで の とこ ろ
，

ボ グ ダ ー
ノ ブ の 思 想が 充分 に研 究 され て

い る とは 言い が た い
。 彼の 認識論 や 自然観 ， 科学観 ， 社会論，歴 史観 をた が い

に結 び つ ける こ とが で きて お らず ， その た め 彼の 世 界観の 全体像 は不 明の ま ま

で あ る 。 と りわ け ， 多 くの 場合 ， 彼 の 哲学 は 認識論 と して しか考 え られ て こ な

か っ た 。 こ の こ とが ボ グ ダー ノ ブ の 世界観 の 解明 に と っ て 最大の 障害と な っ て

きた と い っ て も過言で は ない
。

　また
， そ の 全体像 が不明確 で ある た め

， 彼 の 哲学 を ロ シ ア や 西欧の 思 想史上

に どの よ うに位置づ ける の か とい う問題 に 関 して も， は っ き りと した展望が見

い だせ ない 状況 に あ る 。 彼 の 哲学 を もっ ぱ ら認識 論 と して と らえる 視点か らで

は
，

せ い ぜ い ロ シ ア ・マ ル ク ス 主義 の 認識論 ヒの 異端 ， 風変 わ りな思想の 持ち

主 とみ なす こ とが で きる の み で あ ろ う。

　 と りわ け，彼 の 思想 に は 生物学 的な側 面 が きわめ て 強 く， 進化論の 影響が 顕

著で あ る に もかか わ らず ，
こ の こ とは従来あ ま り重 要視 され て こ なか っ た 。 彼

の 思 想 を認 識 論 と して と ら え る の で は な く， その 生 物学的 な特徴 ， 進化論 的思

考 に注 目する こ とで ， こ れ まで とは 異な る視点か ら彼 の 哲学 の 全体像を描 きだ
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す こ とが で きる で あ ろ う。 また， こ うした視点 か らボ グダ
ー

ノ ブ を と らえ る こ

とで
，

ロ シ ア や西欧 の 思想 史上 にお ける位置づ け もこ れ まで と は異な る もの と

なる の で は な い か と期待 され る 。

　本稿 で は
， 「経 験

一
元 論』 第 3 巻 （1906） まで の

，
い わ ば ボ グ ダ

ー ノ ブ の 思

想体系の 生 成期 の 著作 を 中心 に して ，彼 の思 想 に 顕著な牛物 学 的 ， 進化論的な

特徴 に注 目 し
， 彼 の 思 想 に お け る人 間 と宇宙の 進 化論 を明 らか に した い 。

　なお ， 筆者 は すで に ， 拙稿 「A ．A ．ボ グ ダー ノ ブ の 宇宙観 と入間観　　協働

に よ る集団的肉体の 創造　
一
」 にお い て

， 本稿 とはや や 異 なる視点か ら ， ボ グ

ダ
ー ノ ブ の 思 想の 全体像 を描 きだす こ こ ろ み をお こ な っ て い る ［1）

。 本稿 は こ れ

と相 圧補完 的な関係 をなす はず で あ る 。

2． 変化 しつ づ け る プ ロ セ ス と して の 自然

　ボ グ ダ
ー

ノ ブ は ， とりわけニ ュ
ー トン （1643　1727） の 運動法則 を批判の 対

象 と して
， 物体が永遠 に 不 変で 個別姓 を保つ と考え る こ とはス タ テ ィ ッ ク に す

ぎる と述べ て い る ． ボ グ ダ … ノ ブ に よ れ ば
， 物 は つ ね に外界 との 相 互 作 用 に

よ っ て 変 化 して お り ， 「自然 ， す なわ ち認識 され る現 実 に お い て は ， 変化こ そ

が不 変の 本質で あ る押 。

　さ らに ボ グ ダ
ー

ノ ブ は ， 物 の 個別 性 は 相対的 な もの で しか な く， そ の 個別性

は た ん に 「ダ イナ ミ ッ ク な均 衡 （n ・ABva｝i｛H ・e 　paBH・ BeCHe ）」 に よ っ て保 た れ て

い る にす ぎない
， と主張する 。 た とえば ， 入問の 肉体 を構成する 物質はつ ね に

新陳代謝 に よ っ て 変化 して い る の だが ， そ の 変化が 漸進的で ある ため ，
一

見 し

た とこ ろ 日に見え な い とい うこ とで しか ない
：：S：

。 したが っ て
，

ボ グ ダー ノ ブ は

「物」 とい う概 念の か わ りに， すべ て の 存在 を fプ ロ セ ス 」 と呼ぶべ きだ と し

て い る ［41・
。

　また， ボ グ ダ
ー

ノ ブ は F ．オス トワ ル ド （1853　1932） の エ ネル ギ ー 論の 強

い 影響下 に あ り， あら ゆ る現象を同 単 位で 測定で きる エ ネ ル ギ ー の増 減 と し

て と らえ よ う と した 。 あ らゆ る 変化 は 本質的 に量的な もの とな り， 質的な相違

は な くな るC5）
。 世界 は エ ネル ギ ーが つ ね に増減 しつ づ けて い る プ ロ セ ス の 集合

とい うこ とに な る 。

　 しか し
，

ボ グ ダ ー ノ ブ は オ ス トワ ル ドの エ ネル ギ
ー

論 をそ の ま ま受 け入 れた

の で は ない
。 ボ グ ダー ノ ブ は こ う述 べ て い る。 「エ ネ ル ギ

ー は彼 ［オ ス トワル

ドー 引用者］ に お い て は しば しば，経験 の 諸 事実 の 相 廷関係の 純粋 な記 場か ら，

経 験の 実体， 世 界 の 物 質 に転 化 して しま っ て い る 」t6
｝
。 ボ グ ダ

ー ノ ブ は ， エ ネ
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ル ギ
ー とは物の 「実体」 で は な くて ， その 関係で あ る と考えた 。

エ ネル ギ
ー

の

総体 とは つ ね に相対 的な 量で あ っ て
，

あ る 「物」が他の 「物」 に引 きお こ しう

る変化の 度合い の こ とで ある 〔7〕
。

　 この よ うに ボ グ ダ ー ノ ブ の 世界観 に お い て は， あ らゆ る もの が つ ね に相 対 的

で ，
つ ねに変化 しつ づ けて い る 。 そ して ， こ うしたあ らゆ る もの の 可 変性が 人

間 と世界が 進化す る こ とを可能 に して い る 。

3． 生命 とその 自然 へ の 適応

　ボ グダ ー ノ ブ は
，

ダ ー ウ ィ ニ ズ ム に したが い
，

あ らゆ る 生命プ ロ セ ス は生存

闘争に お い て外 的 自然 に適応 しよ う とす る こ とで ある と考 えた 。 生 物は つ ね に

外的 自然か らの 破壊的 な作 用 を受 けつ づ けて い る 。 そ の 作用 の 下
，

生 物は み ず

か らの 生命形態 を保持す る た め に
， 遺伝 と淘汰 を通 じて み ずか らの 形態を変化

させ る 。 そ れ と と もに ， 生物 は つ ね に外 界に は た ら きか け，外界 を変化 させ ，

そ の 作用 が みずか らを破壊 させ ない よ うに し よ うとす る 。
こ れが ボ グダー ノ ブ

が言 うと こ ろ の 生存 闘争で あ る 。 生 命の 完全 な維持 とい うもの は あ りえ ない の

で あ っ て ， 生命を維持す る こ とはみ ずか らの 形態 を変化 させ る こ とで ある 。
こ

うした相 互作用 を通 じて 生物 は み ずか らの 適応能力す なわ ち生 命力 を高め
， 進

化 して い く｛8］
Q

　注 目すべ きこ とは， ボ グ ダ
ー ノ ブ の 考える適応 が け っ して 受動 的な もの で は

ない とい う点で ある 。 そ れ はみず か らの 形態ばか りで な く， 外的 自然 さえ もつ

くりか え よ うとす る積極性 を も っ て い る 。 そ して 生 物 の 進 化は生物内部で 自動

的に 生 じる の で は な く ，
つ ね に外的 自然 との 相互作用 に よ る もの で あ る 。 ボ グ

ダ ー ノ ブ は こ う した生 物学的な視点を人 間の 心理 や 社会に まで 適用す る こ とで ，

心理 や 社会 を も外的 自然に 適応 しよ うとす る 生物 の 機能 とみ な し ， そ うす る こ

とで 人問や 世界 を進化論的に と らえ よ うと した 。 以下 の節で ， 心理 と社会 とを

ボ グ ダー ノ ブ が生 物学的視点 か ら どの ように と らえた の か を概 観す る 。

4． 生 命機 能の
一

つ と して の 心理

　前節で 述 べ た よ うに ， ボ グ ダ
ー

ノ ブ は
， 生 命形態は つ ね に変化 して お り， そ

うした変化 の 中 で み ずか らの 適応力 を高め る もの を
．
選択 して い る と考えた 。 こ

こ で 注 目す べ きこ と は
， 彼 に と っ て は 生 命形態の 物 理面 で の 変化 も心理 面で の

変化 も異 な る意味 をもつ もの で はな く，
い ず れ も生命の 維持 ， 拡大の ため の 手

段 と され て い る こ とで あ る〔9 ！
。

つ ま り人問の 心理 も生 命機能の
…

つ で あ り， 外
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的 自然 に 適応 しよ うとす る 生物 の 生 存闘争 の
一

つ の 形態 とい うこ とに なる 。

　ボ グ ダー ノ ブ は経験 とそ れ に もとつ く人間の 認識 を も， 外的 自然 との エ ネル

ギ
ー

関係 で 説明 し ようと した 。 彼 に よれ ば
， 経験 とは 人間の外 的 自然へ の は た

ら きか け ， お よびそ れ に対 する外的 自然か ら の 抵抗 の 総体で あ る 。 したが っ て
，

そ れ は有機体 と環境 との 関係 に よ っ て 決定 され る 〔la！ト
。 両者が 完全 に均衡状態 に

あ り， そ の あい だ に エ ネル ギ ー的 に差異が な い と きに は
， 体験 は 生 じない 。 心

理 体験 ， そ して それ に も とつ くあ ら ゆ る筋 肉の 反応 は
， 中枢神経系 にお け る エ

ネル ギー
の 均衡の 崩壊 に よ っ て 生 じる 〔ユ1：）

。 外界 との エ ネル ギ
ー

の 差異が あ らゆ

る有機体 の 体験 を生 み ，有機体の あ らゆ る 運動反応 を引 きお こす 。 そ して 有機

体 の あ らゆる 運動反応や心理 は
， 外界 に適応 しよ うとす る機能 と考えられて い

る 。

　心理 の もっ と も根本的な機能 を
，

ボ グ ダ ー ノ ブ は快一 不快 とい う感情 に 見 い

だ した 。 外的 自然か らの 作用 は つ ね に 人間の 心理 に 満足 ， あ る い は 苦痛 を もた

らす 、、
こ う した快一 不快 を

，
ボ グ ダー ノ ブ は エ ネル ギ ー一 元論で 説明 しよ うと

した 。 生物 は み ず か らの エ ネル ギ ー
，

生 命力 を一ヒ昇 させ る刺激 に 対 して は快感 ，

満足 を感 じ
，

み ずか らの エ ネル ギ ー
，

生 命力 を低 ドさせ る刺 激 に は不 快感 ，

苦痛 を感 じる 。 有機体 は み ず か らの 生命力を低下 す る刺激 を回避 し， 生命力

を向上 す る 刺激 を志 向す る 。 ボ グ ダ
ー

ノ ブ は こ う した有機体 の 心 理 的 機能 を

「心 理 淘 汰 （fiCHxwqeCKfffi コOA60p ）」 と 呼 ん だ 。 前者 は 「ポ ジ テ ィ ヴ な 淘

汰 （n 。n 。｝・｛vaTenLl ・磁 rr・A6 ・p）」， 後 者 は 「ネガ テ ィ ヴ な 淘 汰 （・ TpMllaTenbH5 ・fi

ffOA60p ）」で ある
1：IZ

。

　 とこ ろ で
，

こ の よ うに人間 の 体験 や心理 を外界 と の エ ネル ギ
ー

関 係で とらえ

よ うとす る考 え方 は
，

R ．ア ヴ ェ ナ リウ ス （18431896 ） に 触発 され た もの で

ある 。 た だ し ，
ア ヴ j ・ ナ リ ウ ス

， そ して そ の 教 え を受 け た A ．ル ナチ ャ ル ス

キ ー
（1875− 1933） は ， 理想 的な適応状 態 とは外界 との エ ネル ギ

ー 的差異が な

くな り， 均衡が保 たれ る こ とで ある と考えた 。 しか し，
こ の 考え方 に した が え

ば
， 有機体 の エ ネル ギ ーが 外界 よ りも多 くな っ て も少 な くな っ て も， 有機体 は

外界 に適応 で きない とい うこ とに な っ て し ま う。 ボ グ ダ ー ノ ブ は
，

こ れ は 進化

論 に反す る と批判 して ， 有機体 の エ ネ ル ギ ーが 増 大す る こ とを ポ ジ テ ィ ヴな も

の ， そ の 逆 をネ ガ テ ィ ヴ とみ な した｛131）
。

つ ま り彼 の 考 えで は， 生物 は外界 との

均衡の 維持で は な く， み ずか らの エ ネル ギ
ー

の 増大 をめ ざさねば な らない
。 ボ

グ ダ
ー

ノ ブ の きわ だ っ た 進化論的思 考が こ こ に もあ らわれ て い る 。

　 ボ グ ダ
ー

ノ ブ は心理淘汰 に つ い て の み ずか らの 見解 を次 の よ うに描 い た 。 外
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界 か らの 作用 は 人間の 経験 に変化を もた らす 。
こ の作用 は 破壊 的な もの で あ っ

て ， 心理 淘汰 に よ っ て 組織化 し な けれ ば
，

生 は カ オ ス と化 して しま う。 ポ ジ

テ ィ ヴな淘汰 は経験 に生 じる あ らゆ る体験 を明確 な もの に して 保存 しよ うとす

る機 能で あ り， ネガテ ィ ヴな淘汰 は経験 に 生 じる あ らゆ る もの を破壊 しよ うと

す る 。 ポ ジ テ ィ ヴ な淘汰 は 人問に 活動の た め の エ ネル ギ ー
が 与える が ， あ らゆ

る体験が すべ て 保存され る た め
， 心理が と りとめ の ない 雑 多な形象や意志 で 満

た され て し ま う。 ネ ガ テ ィ ヴな淘汰 は経験 に 生 じる あ らゆ る もの を破壊 しよ う

とす るが
，

ポ ジテ ィ ヴな淘汰 と組み あわ され る た め
， 実際 に破壊 され る の は経

験 に お い て きわめ て 不安定 な もの
，

つ ま り有機体 に と っ て 自然 との 関係 にお い

て あ ま り重 要性 の ない もの の み で ある 。 ネガ テ ィ ヴな淘汰 に よ っ て 無駄 な もの

が 除か れ ，経験 の うち外 的 自然 との 闘争 に お い て 重 要な もの の み が 残 され ， 心

理 は調和 的に組織化 され る 。
こ うし て有機体 に と っ て

一
元論的 な匿界観 が得 ら

れ る04）
o

　 とこ ろ で
，

ボ グ ダ ー ノ ブ は の ちに 「プ ロ レ タ リア 文化」論 にお い て ， 感情の

組織化 を唱 える 。 ボ グ ダ ー
ノ ブ が感 隋を重視 した の は

， そ れが 人間に と っ て 世

界観形成 の 根 源で ある と考 え られ た か らで あろ う 。

　 この よ うに
，

ボ グ ダー ノ ブ に と っ て
， 心理 とは 外界の 作用 に対す る 有機体の

反応で あ り， 心理 シ ス テ ム は 生命形態が 自然 に適応 し よ うとす る高次の 形態 で

ある 。 心理 シ ス テ ム は 反射 しか お こ なわな い ア メ
ーバ の よ うな単細胞生物か ら ，

長 い 進化 の 歴 史を経 て 現在の 人間に い た っ た 。
つ ま りボ グ ダ

ー
ノ ブ は ， 心 理 の

発展 こ そが 生命力 の 増大 ， す なわ ち進化 を意味 して い る と考えて い る 。
と りわ

け ， 人間は労働 とい う意識的 な生存 闘争 をお こ な う特別な生命形態で あ る 。
こ

の こ とは 人 間に お い て 生物の 進化 が 意識 的な進化 とい う新 た な段 階に 入 っ た こ

と を意味 して い る  
。

5， 生命形態の 一
つ と して の 社会

　本稿 は ボ グ ダ ー ノ ブ が ダ ー ウ ィ ン （1809
− 1882）の 進 化論 の 強 い 影響下 に

あ っ た とい うこ とに 焦点 をあ て て い る 。 事実 ，
ボ グ ダー ノ ブ は ダ ー ウ ィ ニ ズ ム

を ，
エ ネル ギ ー論 ，

マ ル ク ス 主 義 となら ぶ
一

元論的科学 と して 絶賛 して い る 
。

しか し， 平等 を説 くマ ル クス 主 義 と弱肉強食の ダー ウ ィ ニ ズ ム とが 共存 で きる

の だ ろ うか 。 こ こ で 注 目すべ きこ と は
， ボ グ ダー ノ ブ が弱肉強食の い わゆ る社

会 ダ
ー

ウ ィ ニ ズ ム を完全 に 否定 して い る こ とで あ る 。

　ボ グ ダ
ー ノ ブ の 考えで は

， 淘汰 と は個々 の 有機体 ， そ の 繁殖 と競争 ， 個 々 の
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死 と保存の み に かか わ る もの で は な く， 「淘汰の 単位」 と は つ ね に相対的 な も

の で ある 。 社会 は 要素 の 機械的 な集合で は な く， そ の 構成 部分が たが い に有機

的関係 に ある
一
種の 生 命シ ス テ ム （｝icneHeHHafi 　 exCTeMa ） で あ る n つ ま り全体

と して の 杜会が 強力で あれ ば弱い 個体で も生 きられ るが ， 社 会が弱けれ ば どん

な強者 で あ っ て も生 き られ ない
。 したが っ て杜 会全体が 淘汰の 単位 と な りうる 。

ボ グ ダー ノ ブ の 考え で は ， 社会 とは 生 存闘 争に お け る
一

定の 共同性 の 意 識 に

よ っ て 結 ばれ た，
一

つ の種の 有機体 の集合で あ る 。 そ れ は種の 適応形態の
一

つ

で あ る 
。

　ボ グ ダー ノ ブ は，生 命形態に は細胞， 有機体 ， 社 会 ， 種な ど
， 外 的 自然 に適

応す る もの す べ て が含 まれ る と述 べ て い る 
。

つ ま り社会 も生 命形態の
一

つ で

あ り，社会全体が い わ ば
一

つ の 有機体 と して とらえ られ て い る 。

　この よ うに社会 を
一

つ の 有機体 と と らえ る 考え方 は
， 有名な血 液交換の 構想

に お い て もっ と も顕著 な もの とな っ て い る 。 血液交換 をお こ な うこ とで ， 人 々

は 「た が い に 生 命 を高め る た め の 諸 条件 を伝 え あ う」a9：。 つ ま り人 々 が 遺伝子

を混ぜ 合わ せ る こ とで
，

生存闘争 の 単位 が 個人 か ら集団に か わ り， あ る種の 集

団的 な肉体が 形成 され る ， とボ グ ダ ー ノ ブ は 考 えて い る 。

　 したが っ て
，

ボ グ ダ
ー

ノ ブ の 考 えで は，社会の 発展 は生 物的な発展， つ ま り

杜会の 生 命力が増 大する こ とで あ り， そ して そ れ は 生物 の 進化 と同 じ原理 に も

とつ か ね ば な らな い
。 た とえば

， 社会 は 「社会淘汰」 に よ っ て
， 杜会全体 の 生

命力を高め る もの を保存 し， 仕会の 生命力 を低下 させ る もの ， 社会の さ らな る

進化に と っ て 障害 とな る 過去 の 遺物 を除去す る ε（1
。 社 会が 外界 か らエ ネル ギ ー

を吸収す る こ と は ， 組織性 の 非組織性 に対す る勝利 ， 死せ る 自然 を生 が 支配す

る こ と を意味 し， 外界ヘ エ ネル ギ
ー を排出す る こ とは外界に作用 をお よぼ す こ

とで 外界 を変化 させ る こ とで あ り， そ れは 自然 に対す る支配力 ， 勝利 を手 に 人

れ る た め に支払 わ れ る 代価 で ある  
。 こ の よ うに

， 祉会 は 他の 生 命形態 と同様，

生存闘争 に お い て 社会的労働 に よ っ て 外 界に 変化 を もた らす 。 ボ グ ダー ノ ブ に

よれ ば
，

こ う して 労働 に よ っ て 変化 させ られ た外的対 象は 生産 手段 と呼ば れて

い る もの で あ り， そ の 領域 は社 会の 発展 と ともに 拡大するea
。

つ ま り社会 もや

は り外 的 自然 との 相互作用 を通 じて 進化 し，外 界 を変化 させ て い く生 命形 態で

ある 。 そ れ は生物 の 進化の
一一

環で あ り， 生 物の 進化 と同 じ原理 に もとつ い て い

る 。 ボ グ ダー ノ ブ に と っ て社会 とは ， 個体を越 えた高次の 生命形態 で あ り， 生

物の 進化が新 しい 段 階に 入 っ た こ と を意昧 して い る 。

　 とこ ろ で 先 に ボ グ ダー ノ ブ に と っ て生 命の 進化 と は心理 の 発展 に ほ か な らな
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い と述べ た 。 そ れ な らば
， 社会 も

一
つ の 心理 シ ス テ ム で な くて はな らない

。
こ

れ に つ い て ボ グ ダ
ー

ノ ブ は どの よ うに考 えて い る の だ ろ うか 。 次節 で こ の 点 に

つ い て 検討す る 。 そ して
， 社会の 心理 に つ い て の ボ グ ダー ノ ブ の 見解 を検討す

る こ と に よ っ て
， 彼 の 宇宙進化論の 全貌が 明 らか に され る だ ろ う。

6． 協働 に よ る世界の 創造 と生物的進化

　ボ グ ダ ー ノ ブ に よ れ ば
， 社会 は生 存闘争 に お ける 個 人の 団結の 形態で ある が，

そ れ は意識 な くして あ りえな い
。 社会的 なもの は すべ て 意識 的な もの で あ り，

社会 的存在 とは社会 的意識 と同一 で ある 。 桂会 に お い て 人 々 は 労働 とい う意
．
識

的な生存闘争を集団で お こ な わ ねば な らな い
。 した が っ て ボ グ ダ ー

ノ ブ は
， 協

働 （cOTpyAHHqeCTB 。）を実現 す る た め に は
， 人々 が 見た もの

， 聞い た もの
， 感

じた こ と
， 望 む こ とを他 の 人々 とた が い に伝 えあ うこ とが で きなけれ ば な ら な

い と言 う。 こ う した 交 流 （・ 6iixenue） を通 じて
， 人々 の 経 験 が 共有化 され る

（・606meeTBnfi｛rbCfi ）。 こ うして 生 じた もの が社 会意 識 ， ある い は イ デ オ ロ ギ ー

と呼ば れ る もの で あ る 。 そ れ は 人 々 を組織化する た め の 道具 で あ り， した が っ

て ， 社会が外 的 白然 と闘争 する た め の 手段 となる もの で ある謝
。

　 こ うした社会意識 イデ オ ロ ギ
ー

の 形成 も心理的淘汰 に よる もの と考えられ

て い る 。 人々 の 経験 の 中で 社会全体の 生 存闘争に と っ て 意味の あ る もの の み が

保存 され ， そ れ ほ ど意味の な い もの は 削除 され る 。 ボ グ ダー ノ ブ は ， 「模倣」

「交流 」「協働 」 とい っ た社会 に 特有の プ ロ セ ス はすべ て 心 埋 的淘汰 の 結果で

ある と述 べ て い る 。
と りわ け 「協働」 は

， 共同体の 個 々 の 参加者が 集団労働で

の み ずか らの 役割を受けい れ る こ とが前提で あ り， そ の た め に は その 個人が 心

理 的 に 変化 しなけ れ ば な らない 暁

　 と こ ろ で ， よ く知 ら れ て い る こ と で あ る が ， ボ グ ダー ノ ブ は E ，マ ッ ハ

（1838　1916）の 影響の ド， あ らゆ る存在す る もの は 「心理 的な もの 」 も 「物

理 的 な もの 」 もすべ て ， 同 じ経験の 「要素」か らつ くられ て い る と考えて い た 。

「心理 的 な もの 」 と は 要素 が個 人 の 経 験 の 範囲内で 組 織 され た もの で あ り ，

「物理 的な もの 」 とは 要素が 社会的に組織 され た もの で あ る 。 両者 は 組織の さ

れ方 は 同 じな の だ が ， そ の レ ヴ ェ ル が 異 な っ て お り， 「物理 的 な もの 」 は 「心

理 的 な もの 」 よ りも組織化 の レ ヴ ェ ル が 高 い tts
。 ボ グ ダ ー ノ ブ の 哲学 に つ い て

の 従 来の 研 究は この 点ばか ．りに と ら われ て い た 。 しか し ， こ れ は社会意識の 文

脈の 中で と らえ る べ きもの で あ り，
そ うす る こ とで 人 間 と宇宙の 進化論 の 中に

組み 込む こ とが で きる 。
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　物埋 的物体 とは社 会の 中で 入 々 に共有化 され た 経験で あ り， した が っ て 物埋

的物体 か らな る物理 的世界 とい うもの は
， 社 会とい うよ り高次 に 進化 した心理

形態 に あ らわ れ る経験 とい うこ とに な る 。
つ ま り物理 的世界 は 人間社会 にお い

て は じめ て 生 じた もの で あ り， そ の 領域 は 入 々 の 社会的協働 の 領域 にほ か な ら

ない
。

　そ して客観的な物理 的世界 とは ， 社 会とい う生 命形態 に とっ て
， そ の 生存 闘

争 に お い て 意 義を もつ もの で あ る 。 ボ グ ダ ー ノ ブ は
， 「客観性」 と は

， そ の 経

験が 自分 ひ と りに と っ て ばか りで な く他入 に とっ て も同一
の 生活上の 意義をも

つ とい うこ とで ある と述 べ て い る 、、 また， ボ グ ダ ー ノ ブ は真理 に つ い て も同 じ

よ うな考え を抱 い て い た 。 彼 は次の よ うに述べ て い る 。 「真理 とは ， 経験 の 生

きた組織化形態 で あ り， 活動 に お い て わ れ われ を どこ か に導 き， 生の 闘争 にお

け る 拠 りどこ ろ を与 え る もの で あ る揮 。 ボ グ ダ ー ノ ブ が 「真理」 を永遠不 変

の 絶対的な もの と考える こ とを きび し く拒否 した こ とは広 く知 られ て い るが ，

こ の こ とは ボ グ ダー ノ ブ の 反権威主義 の あ らわれ とい うだけ で は な い
。 彼が 言

お うと して い る の は ，人 々 の 社 会的協働 ， す なわ ち自然 との 闘争の 進展 に と も

な っ て ， 生存 闘争 に お ける 意義が 変化す る の で あ り， したが っ て 生存闘 争に お

ける拠 りどこ ろ も新 しい もの となる とい うこ とで ある 。
つ ま り，

こ こ に も彼の

生 物進化的思考 を見 る こ とが で きる 。

　こ の よ うに ボ グ ダー
ノ ブ に と っ て は

， 物理 的 LHr　9gとは 人 々 の 社会的協働 に

よ っ て 創造 され る 。 そ して そ れ は生 命形態 と して の 社会が外的 自然に適応す る

ため に つ くりだす もの で あ り，
した が っ て

， 物理 的宇宙 とは社 会の 生存闘争に

と っ て 意義の ある もの で あ る 。

　こ う して
，

ボ グ ダ ー ノ ブ の 哲学 にお い て 牛 命形態 と して の 入間 と社会が 生物

進化論的 に どの よ うに描 か れ て い る か
， そ して 物理 的世 界が ど の よ うな もの と

して と らえ ら れ て い る か が 明 らか に され た 。 次節 で は
，

ボ グ ダ ー
ノ ブ の 宇宙観

を ま とめ る と と もに， 人聞 と宇宙 の どの よ うな将来像 を彼 が想定 して い るの か

に つ い て も言及す る 。

7．　 人聞の 進 化 と宇宙の 進化

　ボ グ ダ
ー

ノ ブ の 考えで は
， 世 界 と は経験 の 「要素」か らな っ て お り， 要素が

次 第に組織化 され る こ と で さまざまな複合体が つ く．られ る 。 外的 自然 とは ， 要

素の 非組織的 な総体で あ り， 要素の カ オ ス で あ る 。 無機物 は組織化の レ ヴ ェ ル

は 低 い
。 心理 は無機物 と根本的に 異 なる もの で は な く， 要素が さ らに 高度に組
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織化 され た もの で あ る 。 心理 は ア メ
ーバ の よ うな低次 の 有機体か ら次第に発展

して 人 間 の 個人 的経験へ とい た る 。 高次の 有機体の 心理 に お い て は ， 低次 の 有

機体の 心理 に お け る よ りも ， 要素は高度に組織化され て い る 。 人 間の心理 に お

い て 要素 は も っ と も高度 に 組織化 され ， 「心 理 的経験 」「心 理 的 な もの」 を形成

して い る
。 最後に ， 社会とい う生 命形態に お い て ， 要素は個人の 心理 に お ける

よ りもさ らに 高度 に組織化 され， 「物理 的経験 」「物 理 的 な もの 」
一

般 に物理 的

世界 と呼ばれ て い る もの がつ くられ て い るeo
。

　 こ の ように ， ボ グ ダー ノ ブ に とっ て ， 世界 の 進 化 とは 無機物 に お い て も生 命

に お い て も同 じもの で あ る 。 そ れ は組織性の 増大で あ る。 世界 の 進化 とは要素

が よ り高度に組織化 され て い くこ とで あ り， そ れ は生命形態の 進化 ， 心理 シ ス

テ ム の 進化 と同 じこ とで あ る 。 生 物 の 進化が 組織化で あ る な らば， 生物が 闘争

しな けれ ば な らない 外的 自然の 破壊 的な力 とは ， 組織性 を破壊 しよ うとす る 力，

す な わちエ ン トロ ピー
の 力 で あ ろ う。 実際， ボ グ ダ ー ノ ブ はエ ン トm ピー

の 法

則 は 進化 に 反す る と述べ て い る 。 生命形態の あ らゆ る 生命機能 は反 エ ン トロ

ピー の力 と考 え られ る OP
。

　とこ ろ で
，

ボ グ ダー ノ ブ は 要素 の 組織化の 形態 ， す なわ ち世界 の 形態 は も し

か した ら も っ と完全 な形態 もあ りうる と述べ て い る
i29）

v つ ま り人問 と宇宙 の さ

らな る 進化の 可能性 を示唆 し て い る 。 それ で は
， 将来 どの よ うな世界が 考え ら

れ て い る の だ ろ うか 。

　先 に述 べ た よ うに
，

ボ グ ダ ー ノ ブ の 言 う 「エ ネル ギ ー
」 とは物 の 実体 で は な

く， 関係性で ある 。
つ ま り， 人問の 生 命力 とは人 間が 外 的 自然 に及 ぼ し うる 変

化 の 度合 い の こ とで ある 、， した が っ て
，

生命 形態 と して の 人類 が さ ら に 進化す

る こ とに よ っ て
， 人間は さ らに大 きな生命エ ネル ギ

ー を ， す なわち 自然 を変化

させ る力 を手 に入れ る こ とに な るだろ う。 ボ グ ダ
ー ノ ブ は

， や が て 人 間が みず

か らの 意志 と労働 に よっ て ， あ らゆ る現象をつ くりだせ る よ うに な る と予 言 し

た
’sa

。 彼 は
， 自由 とは あ らゆ る 可 能 な作 用 に対 す る 最高の 適応 を意味 し， 隷属

とは最低の 適応 で ある と述べ た 力鋼
， まさ し く人間は 外的 自然 に 完全 に適応す

る こ とに よ っ て ， 完金 な 自由を手 に 入 れ
，

み ず か ら の 意志 と労鋤 に よ っ て あ ら

ゆ る もの を つ くる こ とが で きる よ うに な る 。 そ して その ときに は 人 間は 無限の

生命力 ， す なわ ち不死 を手 に 入れ る こ とで あ ろ う。

　 ボ グダ
ー

ノ ブ の哲学 に お い て は， 生 命形態 の 心 理 の 進化 と と もに， 世界は 進

化 し， よ り高度に組織化 され た もの となる 。 それ は
，

生命形態が生物 的に進化

し， 外 的 自然 に適応 し， み ずか らの 生 命力 を向 ヒさせ ，外的 自然 を支配 して い
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くプ ロ セ ス と一
致 して い る

。 や が て
， 人類は 生物 と して さ らに進化 し， 自然は

完全 に人 間の 意 志 と労働 が支 配 す る もの とな る こ とを ， ボ グ ダ
ー

ノ ブ は確信 し

て い る 。

　 さて ， ボ グ ダ
ー

ノ ブの 思 想 を こ の よ うに生 物進化的 に と らえる こ とは ， 従来

の ボ グダ
ー

ノ ブ像 を大 き く転 換 させ る ばか りで な く
，

そ の思 想 史．ヒの 位置づ け

に も変更を迫る はずで ある 。 まず次節で ， ボ グ ダ
ー

ノ ブ の ロ シ ア 思想史．hの 位

置づ け を検討す る。

8．　 ボ グ ダー ノ ブ とロ シア の 精神史

　先に 述べ た ように， ボ グダ ー ノ ブ は ダー ウ ィ ニ ズ ム に したがい つ つ も， 個体

間の 生 存競争 を否定 し， む しろ社会全体 が生 存闘争 に お い て 団結する もの で あ

る と主張 した 。
こ れ は ク ロ ポ トキ ン （1842− 1921）の 相互扶助論 を容易 に連想

させ る 。 しか し，両者の 個人的影響 関係 を検討す る こ とに は あま り意味 は な い
。

なぜ な らこ うした傾 向は こ の 二 人 に 限 っ た こ とで は ない か らで あ る 。 近年 ，
A ，

Vucinich や D ．　Todes に よ っ て ，
ロ シ ア に お ける ダ ー

ヴ ィ ニ ズ ム の 受容が 包括

的 に研 究 され て い る 。 彼 らに よれ ば
，

ロ シ ア にお い て は総 じて
，

ダー ウ ィ ニ ズ

ム が 受容 され る 際に マ ル サ ス 主義的な生 存競争の 理念が排除 され る傾 向が強 く，

自然 との 生 存 闘争 に お け る 相互 扶 助 とい う考 え方 が好 まれ た とい う
，sa

。 ボ グ

ダー ノ ブ の 思想 も， こ の よ うなロ シ ア の 特殊 なダー一ヴィ ニ ズ ム の 潮流 の 中に位

置づ ける こ とが で きる 。 ボ グ ダー ノ ブ 自身， ダー ウ ィ ン を評価 しつ つ も，マ ル

サ ス （／7661834 ）の 学説 を誤 りで ある と断定 して い るtl3］
。

　 また ，
ボ グ ダ

ー ノ ブ の 宇宙進化論 もロ シ ア の 特 殊な精神史 の 流れ の 中に位 置

づ け る こ とが で きる 。 宇宙の 全
一

性 ， 宇宙 と人 問 との 相互作用 に よ る 連関的進

化 とい う思 想 は
，

ロ シ ア で は ⊥9世紀 末か ら20世紀 初頭 にか け て広 くみ られ た考

え方で
， 近年 「コ ス ミズ ム 」とい う名の も とに再評価 され つ つ ある 。

　 C ．セ ミ ョ
ー ノ ヴ ァ に よ れ ば， ロ シ ア ・コ ス ミズ ム の 特徴 は 積極 的進化 とい

う理 念で あ る 。 す なわ ち人 類が理性 と倫理感 に よっ て 進化の 操縦桿 を獲得する

とい う考え， 世界 の 発展の 新 しい 意 識的 な段 階が必要で ある とい う考 え， 人間

が 宇宙 を変容 させ る役割 を担 っ て い る とい う確信 で あ る 。 さ らに ， そ の 際，宇

宙 を変容 させ る の は個 々 の 入間で は な く， 意識 的 ・感覚的存在の 全 総体で あ り，

すべ て の 世代 を統
一

させ た全 人類で ある と考 え られ ， 牛 命に 関す る
一

般的な宇

宙科学 と して 諸 科 学 が統 合 され る
／ly’；，／

。

　本稿で こ れ まで 述べ て きた こ とか ら明らか な よ うに ，
こ うした コ ス ミズ ム の
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特徴 はボ グダー ノ ブ の 思想 に完全 にあて は まる 。 最近の 「コ ス ミズ ム 」見 直し

の 動 きに は ， こ れ まで ロ シ ア 思想の 主要潮流 とされ て きた 革命思 想 に代 えて ，

「コ ス ミズ ム 」 をロ シ ア 思想 ，
ロ シ ア 精神 の 中心 と して 位 置づ け よ うとす る 傾

向が あ る よ うに 見える 。 その た め か ，
ロ シ ア の 研究者 は革命思想家 や マ ル ク ス

主 義者 を 「コ ス ミズ ム 」 に 含め る こ とに は 消極的の よ うだ
。 しか し，

ボ グ ダー

ノ ブ の 思 想 を 「コ ス ミズ ム 」か ら排 除 す る理 由 を探す こ との ほ うが 困難 で あ る

に ちが い ない
。

　ボ グ ダ
ー

ノ ブ の 思 想は こ れ まで ，
ロ シ ア ・マ ル ク ス 主義の

一
変 種 と して しか

考 えられ て こ なか っ た が ，
ロ シ ア の 独特 な精神 史の 中に位置づ け る こ とが 可 能

で ある し， そ うすべ きもの で あ る 。

9．　 ボグダー ノ フ と西 欧の 精神史

　前 節 で ， ボ グ ダ
ー

ノ ブ の ロ シ ア思 想 史上 の位置づ け を検討 したが ， そ れで は

西欧思想にお い て は ボ グ ダ
ー

ノ ブ は どの よ うに と らえられ るだ ろ うか 。 まず ，

ボ グ ダ
ー

ノ ブ が そ の 哲学体系を形 成 した時期 で あ る201止紀初頭 にお い て ， 西欧

思想が もっ て い た 特徴 に触れて おか ね ば な らない
。

　 19世紀末か ら20世紀初頭 に か け て ， 西 欧で は これ まで とは大 き く異 なる新 し

い 精神潮流 が 生 じて い た 。 それ は， デ カ ル ト的二 元論 とニ ュ
ー トン 的決定論 に

対する 反 発で あ っ た 。 こ の 潮流 は ス チ ュ ア ー ト ・ヒ ュ
ーズが 「実証 t）1義 へ の 反

逆」 と呼ん だ もの に ほ か な らない tl’S
。

　た とえば， マ ッ ハ や ア ヴ ェ ナ リ ウ ス は 物質 と精神 を と もに感覚的要素 に帰着

させ る こ とで 物心 二 元論 を克服 し，経験批 判論 と呼ば れ る　・元 的哲学 をうちた

て た 。 動物学者E ．ヘ ッ ケル （］838−− 1919）は生物 と無生物 との 問 には根本 的

な相違 はな い と主張 し， 1905年 に は
一

元論者同盟 を設立 す る に い た っ た 。 オス

トワ ル ドはあ らゆ る現象 を同
一一一

単位 で 測定で きる エ ネル ギ
ー

の 増減で 説明で き

る とす るエ ネル ギ ー一
元論 を唱 えた 。

　木 田元 に よれ ば， ニ ーチ ェ （1844− 1900），
ベ ル グ ソ ン （1859

− 1941），
マ ッ

ハ とい っ た ， 19世紀末に 出現 した哲学者 た ちの 思想 に は ， 背後 に あ る超越論 的

存在，絶対的存在 ， あ る い は キ リス ト教的神 とい うもの を否定 して
， 世界の 中

に 自分の 身体 とい うもの を置い て 物事 を見 よ うとす る 見方， 「そ れ 自体世界 を

超 越 した形而 上学 的存在で あ る精 神 な い し理 性 の 存在 と と もに ， そ の 精神 な り

理性 な りに よ っ て 洞察 され る と信 じられ て きた形而 ヒ学的な背後世界の 存在 を

否定 し去 り， それ こ そ世界 の ただ な か に く身〉を置 く身体 に 開か れ る 世界， こ
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れ まで は 真 に存在す る 背後世界 に対 して仮象の 世 界 ， 現 象界 と して 貶 め られ て

きた感覚的経験 の 世界 に 踏み と どまろ うとす る決意，認識 を真理 の 把握 と して

で は な く，
生物学的機能 と して と らえ よう とす る見方 ，

こ うしたあ くまで ダ イ

ナ ミ ッ ク な生 の 立場 か らす る存在論」が ある 。 そ れ は ， ダ
ー

ヴ ィ ニ ズ ム その も

の で は な い に して も，
ダ ー ヴ ィ ニ ズム か ら出て きた進化論を背景 と して 生 まれ

た もの だ とい う「・6・
。

　本稿 で 述べ て きた よ うに
，

ボ グ ダ … ノ ブ の 思 想は 生物進化的 に と らえる こ と

が で きる もの で あ り， そ の 中 に木田 が 指摘す る よ うな見方 を見い だす こ とは容

易 で ある 。 また
， 実際 ，

ボ グ ダー ノ ブ は 19世紀末か ら20世紀初頭 の 西欧に お い

て 最先端で あ っ た思想 を積極 的に取 り人 れ て い た 。 その こ とは，彼が 当時の 西

欧 と 同 じ精神課題 を共有 して い た こ と を意味す る 。 そ して
， 彼 は西欧の 最新の

哲学 を取 り入 れ なが らも独 自の 哲学体系 を構築す る こ とで ， 独 自の 解 決法 を見

い だ そ うと して い た
。

こ の よ うに ボ グ ダ ー ノ ブ の 思想 は 19世紀末か ら20世紀初

頭 の 西 欧の 精神 的潮流 の なか に完全 に 含め る こ とが で きる 。

10．　 お わ りに

　ボ グ ダー ノ ブ の 思 想の 生 物学的側面 ， 進化論的特徴 に注 目す る こ とで
，

これ

まで とは異な る新 しい ボ グ ダ
ー

ノ ブ 像が 得 られ た 。 それ は
， 生物 と して の 人間

の 意識的で 積極 的 な進 化の 思想 ， 入 間 の 協働 に よ る宇宙の 進化 と自然の 支配の

思想 の 主唱者 と して の ボ グ ダー ノ ブ で あ る 。 そ して ，
こ の よ うな視点か ら見 た

とき，彼 の 思 想 は思 想 史的 に もた ん な る異端 で は な くな る 。
ロ シ ア 思想史上 で

は
， 彼は革命思想 （ロ シ ア ・マ ル ク ス主義） と 「コ ス ミズ ム 」 とい う二 っ の 大

きな精神潮流の 接点に 位置 して お り， さ らに ， 彼の 思 想 に お い て ロ シ ア 的な精

神 と20世紀初頭の 西欧の 新 しい 精神潮流 とが 合流 して い る
。

こ うした新 しい ボ

グ ダ ー ノ ブ 像 は， ボ リ シ ェ ヴ ィ キ の 精神史的研 究 に も新た な展望 を与 える に ち

が い ない
。
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一
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，
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BS Xfn7-F  ･ tJ-X"  rff.aatttte, a-Mwscttk,vere.1890---l930]  tsig[lr&Sl

  =-, tt-uesge de-g--gvxEg, lg7o4i.

C]Ct) ?}s:LHJti FEas･pt..tt･*fipm1 tith･･tti}tllEssEli5 pt.ld\:9 T;lj･･[ij lpt." tsI4ii GtEeEX
)li, 19861ri, 25fi.

    CoTpyAHliqeoTBo, TBopHIgee  M"p  :

3BonK)llmfi RenoBeHa  M  smpa  B  MEionm  A. A.  BorAaHoBa

MaeaHopli  CATO

  A. A. BorgaHoB  oKa3aJI  6oJb-oe  nyxeBHoe  BrmfiHMe  Ha  MHome  yTonMqecKHe

eKcfiepMMeHTbl  6onb[ueBvaKoB, HeHp"Mep,  6opocTpovaTenhoTBo, RponeTKyxbT  H  HOT.  n

"eeJeAeBaHHH  ero  MHerm  llOMopYT  BHfioHuTb  rvJeHTaJMTeT  6onbmeBnKeB.  Ho  Ao  oMx  nop

opu=ocofpIEfi EopAaHoBa  HccaeAoBaHa  naJeKo  He  nDeTaTogHo  "  ee  MeeTo  B  pyecKox  
u

eBponefieKoes  bmonli  To7ice  He  BHfioHeHo,  BopAaHoBa  cg"Ta"M  rrpoeTo  epeTifKoM  B  pyecKoM

MaPI{OII3Me.

  B Hamefi  oTaTbe  pacoMaTpuBa-Tofi  {epTbl  tpMnoeofpMM BorAaHoBa,  B  oco6eHHoeTII,  ero

Teopvafi  sBonK)qMK  geJloBel{a  M  Mupa.                                           '

  npencAe Bcero,  BornaHoB  KnaneT  B  ocHoBy  oBoMx  BeTnHAoB  Ha  genoBeKa  u  MHp

oneAyK}lqee  6HonorngecKoe  rrono}+ceHITe:  BeHKvae  )KxBliIe  opraHusMET  cTpeMHTefi  ff

npmcnooo6JeHu}D  K  BHemHefi  fipMpolle  B  6opb6e  3a  cylqeeTBoBaHlie.  OHM  B  3ToM  npoqecee

BBaHMoneficTByioT  eo  BHemHeil  npHponofi  li JIBMeHfi)oT  cHDff)  cpeJIy  H  diopMy, TeM  caMM)f

Bo3pacTalDT  ?i{H3Hecnooo6HooTb  M  enoeo6HooTh  "pMclloao6[emlfi,

  ilpHMeuafi  3To  nouo)KeHlle  TaK?Ice  I{ neuXMKe  qeJoBeHa  H  o6uzecTBy,  oH  paeoMaTpllBal

genoBeKa  II MHp  o  eBonroquoHHofi  ToqKH  3peHHfi.  OTcmna  c:eAyK)T  Ta-Ie  oco6em{ocTM,

  l) HevaxHgecrmecMcTeMm  
-

 BucmaH'epopManp"onooo6JeHua,  HxooHoBotiony7i{aT

yAoHonbcTBne  M  eTpagaH"e.  YnoBonbeTBvac ecTb  ncMxMgecKoe  oTpaM{eHue  Bo3paeTaK}IIIeH

gHeppMH  oppaHva3Ma,  rroBNmaK}mencH  evo  7Kn3Heefioeo6HooTx,  a  eTpaAaHIIe  
'-

 noH"?i{e-

Hme  HcllsHeenoco6HocTH,  3T"  yyBoTBa  opraHM3yff)T  onHT  oppaHH3){a.  Ho  EopgaHoBy

pa3BxTute  ficifxHmf  c  aMe6bl  AO  qenoBeKa  
m

 3To  Bo3paaTallue  }icmaHeofi6co6HocTM  H

efioeo6HocTH  K  npMonoco6neHMIo.  3To  o3IIagaeT  eBonB)rum.  nofiBneHnte genoBeHa

03HaYaeT  HOBhlM  C03IIaTe"bHNM  eTafi  eBOJIK)llMH.

  2) 06uleeTBo HBnfieTcll  omlort  H3  fpopM llpHo"oco6[eH"H  Buna  I{ BHemHxM  yenoBHfiM "

6oph6hr 3a  ncu3Hh.  lleJQe o6uecTBo  
-

 opraHM3M,  BblcmaH  opopMa )Kva3Im

  3) M"p  OOCTOUT  MB  3neMeHTQB  OllhlTa,  II TaK  Ha3blBaeMOe  epHBlfUeeHOe TeEO  fiBllfieTCfi

ollblToM,  o6o6IqecTB"eHHslM  JK]AbMz  B  o6IllecTBe,  coll"ailbHo  opraHu3oBaHHblM

on6IToM,  OHo  oBHagaeT  6oJee  Bblcmylo  eTeneHh  pa3BnTvafi nenxHuecKoH
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eMeTeMEI.  ¢ M3zgecKoe  Tello  litsteeT  3HageHue  Anfi lleJDro  o6meoTBa  B  6opb6e  Ba

cymccTBoBaHHe.  Cdjepa opIT3MgeeKoro Mlipa  coBna;zaeT  co  cepepofi  eouuaJbHovo

ceTpyAHuHecTBa.  va pa3BuTme  "mpa  coTpyAHHgeeTBoM  ecTb  He  gTo  "Hoe,  I{aK  Bo3pacTaHKe

crreeo6HoeTH  I{ npncnoeo6neHMH},  3BenmqMfi  )ic"3HeHHofi  tpopMbl o6mecTBa.

  TaKHM  o6pa3oM,  B  epMnDooabMu BovgaHoBa  BeexeHHafi  
m

 6ecKoHeuHble pfinH
KoMnneKcoB  paBJHgHslx  cT.vneHefi  opraHH3oBaHHooTva  3neMeHToB  ollhJTa.  OHa

pa3BHBaeTeH  oT  xaooa  eneMeHToB  gepe3  neHxuKy  Hu3mepo  opl'aHM3Ma,  MHJ[mBMAyanbHtm

oppaHMBaqMoHHblrt  onNT  yenoBel{a  no  eou"anbHopo  opraH"saqHoHHoro  ofislTa,  3Bonrequa

Mvapa  coBuaAaeT  e  oBo;!Eou"en  o61qecTBa.

  6orAaHoB  yBepeH  B  AanhHetimefi  eBoJrouxli  genoBeKa  M  MHpa  H  B  t]aBoeBaHxu  gelloBeKoM

BJaCTX  Ha:  ttPMPOKOrk,  OH  
"'

 nPOIIOBeAHMH  MblCfiH  O  C03HaTenbllOrt  H aKT"BHOil

3BonK)qnva  genoBeHa,  o6  gBoJK}-m  BeelleHHoth  gepe3  coTpynlmlleeTBo  aff)Aept.

  YgvaTE[Bafl 6HoJoruaeoKyH) M  Dnonrouvaomlyio  cTopoHy  epo  MblcnM,  HaM  euenyeT  He  ToJhKo

K3MeHMTb  Hame  noHMMaHxe  BornaHoBa, Ho  u  nepeoeMNonmb  epo  MecTo  B  zoTopMu

pyoeKofi H  eBponencKon  MhlonH.  B Pooerm, IIecMoTpA  Ha  E"ufiHxe  napBmHM3Ma,  MHopMe

MhlCJHTegU  OTPHTIan"  MacrbT-V3nallCTBO  li rrOnllePH"BanM  BBa"MOrrOMOUIb.  OnHtaM H3  TaKHX

MmeauTerrept  HBmaeTcH  BerAaHoB.  li ero  HReff)  o6  3BoJIIouHx  genoBeRa  Mo)KHo  cuxTaTb
                                                                  '
BapKaHToM  pyecKoro  KocMu3Ma.  KpoMe  Topo,  BornaHoB  3aMeTua,  gTo  c  ffoHlla 19-po

BeKa  Ao  Hauana  2e-ro BeKa  npoH3omJo  BenxKae  u3MeHelme  B  eBponeptcKofi  epKnocoopMM:
oTpHuaHlie  AeTepH"BMa  "  opHsMKo-nolixntgecKoro nyanM3Ma.  OH  aKT"BHo  BHocMa  HoBefimylo

eBpoHertoKyK}  opunDeoabHH) B  oBoro  op}moeoopcKyK) cuoTeMy.  BoT  nogeMy  BopAaHoB  KaK

HaxonlfTcH  B  ToyKe  conpHKocHoBeHurfi  nByx  6onbmlfx TeueHHfi  pyccKoa  Mslen"  T.e.

MapKcMBMa  H  KooMI{3}fa,  TaK  u  B  cvo  MEIcn"  onHBamTefi  pyceHmfi nyx  II eBponertcHafi

epMJocefpuA.
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