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博
士

論
文
要

旨
〕

初
期
マ

ル

ク

ス

の

思

想
形

成

∂β4

本
書
は

本
論
六

章
､

補
論
二

幸
(

う
ち

既
発
表
論
文
六

籍
を

含
む
)

か

ら

な

り
､

本
論
は
マ

ル

ク

ス

の

『

学

位
論
文
』

(

一

八

四
一

年
)

よ

り
｢

ヘ

ー

ゲ
ル

法
哲
学
批
判
序
説
+

(

『

独

仏
年
誌
』

一

八

四

四

年
所
収
)

.

に

至
る

初
期
マ

ル

ク
ス

の

思
想
形
成
を

追
求
し

た

も
の

で

あ
る

｡

そ
の

さ
い

､

本

書
ほ

こ

の

約
三

年
間
の

初
期
マ

ル

ク

ス

の

思
想
の

発
展
を

､

そ
の

ひ

と
つ

び

と

つ

の

歩
み
に

お

け
る

マ

ル

ク

ス

の

問
題
意
識
を

基
軸
に

､

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
の

知
的

風
土

と
ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
の

母

体
か

ら
の

自
己
形
成
と

し

て

把

握
し

､

さ

ら
に

そ

れ

を

内

容
的
に

国
家
か

ら

市
民

社
会
へ

の

マ

ル

ク

ス

の

視
点
の

移
行
と

し
て

追
求
し

､

市
民

社
会
の

解
剖
学
で

あ

る

と

同
時
に

人

間
解
放
の

経
済
学
で

あ

る

マ

ル

ク

ス

経

済
学
の

思
想
的
根
源
を

明
ら
か

に

し

よ

う
と

す
る

｡

以
上
の

視
点
か

ら
､

本
書
ほ

ま

ず
第

一

章
で

､

マ

ル

ク

ス

の

ベ

ル

リ

ン

大
学
学
生

時
代
の

総
決
算
で

も
あ

る

『

学
位
論
文
』

を

主
要
な

対

象
と

し

ヽ

ヽ

て

と
り

あ

げ
､

そ
の

主
題
が

ア

リ
ス

ト

テ
レ

ス

哲
学
以

前
の

デ
モ

ク

リ

ト

ス

に

対

す
. る

､

以

降
の

エ

ピ

ク
ロ

ス

自
然
哲

学
の

独

自

性
(

自

意

識

哲

学
)

の

論
証
に

あ
っ

た

こ

と

に

注
目
し

､

そ
こ

に

完
成
さ

れ

た

世
界
哲
学

山

中

隆

次

と

し
て

の

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
以

降
に

自
立
し

た

思
想
家
と
し

て

生
き

る

マ

ル

ク
ス

の

実
践
的
主
体
的
問
題
意
識
を

探
り

､

さ

ら

に

そ

の

『

準

備
ノ

ー

ト
』

を

併
せ

考
察
し

て
､

マ

ル

ク

ス

の

エ

ピ

ク

ロ

ス

ら

自
意
識
哲
学
に

対

す
る

思
想
的
研
究
に

､

青
年
マ

ル

ク

ス

が

同
時

代
人
で

あ
る

青
年
ヘ

ー

ゲ

ル

派
の

知
的

風
土
の

な

か

で
､

母

体
と

し

て

の

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
と
い

か

に

対

決
し

て

い

っ

た

か
､

そ

れ

を

哲
学
の

実
践
=

哲
学
の

止

揚
と

把
握
し

､

初
期
マ

ル

ク

ス

の

思
想
形
成
の

出
立
点
と

し
て

解
明
し

ょ

う
と

す
る

｡

第
二

章
で

本
書
は

､

さ

き
の

哲
学
の

実
践
=

哲
学
の

止

揚
と

い

う

青
年

マ

ル

ク

ス

の

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
に

対

す
る

批
判
的
摂
取
の

具
体
化
と

し

て
､

彼
マ

ル

ク
ス

の

『

ラ

イ
ン

新
聞
』

(

一

八

四
二

-
四

三

年
)

を

通
し

て

の

政

治
的
実
践
を

と
り

あ

げ
る

｡

そ

の

さ

い

本
書
は

『

ラ

イ
ン

新
聞
』

時
代

の

マ

ル

ク

ス

を
､

｢

出
版
の

自
由
+

を
め

ぐ

る

論
説
を

中
心

と

し

た

初
期

､

｢

共
産
主

義
と

ア

ウ
グ

ス

ブ

ル

グ
･

ア

ル

ゲ

マ

イ

ネ
･

ツ

ァ

イ

ト
ゥ

ン

グ
+

や

｢

木
材
窃
盗
取
締
法
+

を

め

ぐ
る

論
説
を

中
心

と

し

た

中
期

､

｢

モ

ー

ゼ

ル

農
民
の

状
態
+

を

め

ぐ
る

論
説
を

中
心

と

し

た

後
期
の

三

期
に

分

け
て

考
察
す
る

｡

『

ラ

イ
ン

新
聞
』

時
代
初
期
の

マ

ル

ク

ス

ほ

革

命

的
民
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主
主
義
の

立
場
に

立
っ

て
､

(

-

ゲ
ル

か

ら

継
承
し

た

全
人
的
国
家
理

念

を

尺
度
と

し
て

現
状
の

政
治
を

､

主
と

し

て

出
版
の

自
由
を

中
心
に

批
判

し
､

そ
の

理

念
の

実
現
を

は

か

る

が
､

中
期
に

お

い

て

無
産
階
奴
の

問
題

を

視
野
に

入
れ

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

マ

ル

ク
ス

は
､

こ

れ

ま
で

批
判
の

対

象
と

し
て

い

た

現
実
の

国
家
が

市
民
社
会
の

私
的
所

有
者
に

よ

り

規
定
さ

れ
て

い

る

こ

と

を

認
識
し

(

国
家
の

唯
物
論
的
把
握
の

萌
芽
)

､

同
時
に

､

こ

の

市
民

社
会
に

お

い

て

私
的
所
有
者
と

対

立

し
て

い

る

無
産
階
級
に

､

こ

れ

ま
で

の

現
状
批
判
の

尺
度
と

し

て

の

全
人

的
国
家
理

念
を

定
着
さ

せ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

こ

の

よ

う
な

『

ラ

イ
ン

新
聞
』

時
代
中
期
に

み

ら
れ

る
マ

ル

ク

ス

の
､

批
判
対
象
の

分
析
の

深
化

一
と

批
判
基
準
の

具
体
化
が

､

つ

ぎ

の

後
期
に

お

い

て
､

初
期
に

み

ら

れ

た

｢

自
由
な

出
版
+

に

た

い

す
る
マ

ル

ク

ス

の

把
握
を

､

公
民

的
頭
脳
と

市
民

的
心

臓
の

統
一

と
い

う
形
で

発

展
さ
せ

､

マ

ル

ク

ス

を

し

て
､

そ
の

全
人
的
国
家
理

念
を

実
現
す
る

た

め

の

市
民

社
会
分
析
の

道
を

き

り

び

ら

か

せ

た
｡

本
書

第
二

章
は

､

以

上
の

よ

う
に

『

ラ

イ
ン

新
聞
』

時
代
の

マ

ル

ク

ス

思
想
の

段
階
的
発
展
を

追
求

し
っ

つ
､

レ

ー

ニ

ン

が

こ

の

時
期
の

マ

ル

ク

ス

に

あ

た

え

た

｢

観
念
論
か

ら

唯
物
論
へ

+

と

｢

革
命
的
民

主
主
義
か

ら

共
産
主

義
へ

+

の

二

つ

の

規

定
を

､

｢

国
家
か

ら

市
民
社
会
へ

+

の

移
行
の

は

じ

ま

り

と

し

て
､

内

容

的
に

統
一

七
て

把

握
し

､

同
時
に

､

こ

の

市
民

社
会
に

対

す
る

マ

ル

ク

ス

の

関
心
の

ふ

か

ま

り
が

､

マ

ル

ク

ス

の

全
人
的
国
家
理

念
の

実
現
と
い

う

主
体
性
と

深
く

結
び

つ

い

て

い

る

こ

と
を

強
調
す

る
｡

第
三

革
は
マ

ル

ク

ス

の

ヘ

ー

ゲ
ル

『

法
の

哲
学
』

批
判

､

と

く
に

そ
の

国
家
論
批
判
(

草
稿
『

ヘ

ー

ゲ
ル

国
法
論

批

判
』

一

八

四

三

年
三

月

-

夏
)

を

と

り

あ

げ
､

マ

ル

ク

ス

が

さ

き
の

『

ラ

イ
ン

新
聞
』

時
代
で

､

ヘ

ー

ゲ
ル

か

ら

継
承
し

た

全
人

的
国
家
理

念
の

実
現
を
め

ざ

す

姿
勢
の

な

か

で

感
じ

と
っ

た
､

国
家
の

市
民

社
会
に

よ

る

規
定
性
と

現
存
国
家
の

普
遍

性
､

公
共
性
の

幻
想
性
を
理

論
的
に

ど
の

よ

う
に

掘
り

下
げ
て

い

っ

た

か
､

要
す
る

に

ヘ

ー

ゲ
ル

に

お

け
る

｢

国
家
と

市
民

社
会
の

関
係
+

を
め

ぐ
る

問
題
に

対
し

､

マ

ル

ク

ス

が

L
･

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

の

宗
教
的
疎
外
論

な
い

し

現
実
的
人

間
主
義
の

影
響
の

も

と

で
､

ど
の

よ

う
な

批
判
を

加
え

､

政
治
的
疎
外
論
を

確
立
し

て

い

っ

た

か
､

こ

れ

を

考
察
し
て

い

る
｡

ま

ず

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ブ

ハ

の

ヘ

ー

ゲ

ル

思

弁
哲

学
に

対
す
る

批
判
の

方
法
で

あ

る

｢

転
倒
の

方
法
+

の

意
味
す
る

と
こ

ろ
､

お

よ

び

そ

れ
の

マ

ル

ク

ス

へ

の

影

響
を

､

本
書
第
三

革
は

検
討
し

､

つ

づ

い

て

マ

ル

ク
ス

の

『

ヘ

ー

ゲ

ル

国
法
論
批
判
』

の

草
稿
に

し

た

が
っ

て
､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

立

憲
君
主
制
論

､

官

僚
制
論

､

身
分
制
議
会
論
に

対

す
る
マ

ル

ク

ス

の

批
判
を

検
討
し

､

さ

ら
に

､

そ

れ

を

通
し

て

マ

ル

ク

ス

が
､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

洞
察
し

た

市
民

社
会

と

国
家
の

分
離

･

対

立
を

継
承
し

て
､

そ

れ
に

も

と
づ

く

近

代
特
有
の

政

治
的

疎
外
を

理

論
的
に

明
確
化
し

た

過

程
を

考

察
し
て

い

る
｡

そ

し
て

最

後
に

､

こ

の

政
治
的
疎
外
の

克
服
と

し

て

の

マ

ル

ク

ス

の

｢

民

主
主
義
+

論
が

考
察
さ
れ

る

が
､

と

く
に

本
書
第
三

辛
が

強
調
し

て

い

る

点
は

､

そ

の

近

代
特
有
の

政
治
的
疎
外
に

対

す
る

マ

ル

ク

ス

の

否
定

･

肯
定
の

二

重

性
把
捉
で

あ

り
､

ま
た

そ
の

こ

と
と

結
び

つ

い

て

提
起
さ

れ

た
マ

ル

ク

ス

の

政
治
的

疎
外
克
服
論
=

民

主
主
義
論
が

､

ヘ

ー

ゲ
ル

の

全
人

的

国
家
理

念
の

批
判
的

維
承
で

あ
る

と
い

う
こ

と
､

こ

の

二

点
で

あ

る
｡

さ

て
､

以

上

第
二

､

第
三

章
で

考
察
し

た

よ

う

に
､

『

ラ

イ
ン

新
聞
』

∂

時
代
お

よ

び

『

ヘ

ー

ゲ
ル

国
法
論
批
判
』

を

通
し

て
､

ヘ

ー

ゲ
ル

に

対

す

甜
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る

哲
学
の

実
現
=

哲
学
の

止

揚
と
い

う
過
程
を

た

ど
り

な
が

ら
､

マ

ル

ク

ス

の

獲
得
し

た

政
治
的

疎
外
論
が

､

そ
の

後
ど
の

よ

う
に

社
会
的
疎
外
論

､

経
済
的
疎
外
論
へ

と

下
降
し

て

い

っ

た
か

､

こ

の

問
題
を

本
書
の

ひ

と
つ

の

視
点

､

｢

国
家
か

ら

市
民
社
会
へ

+

に

も

と

づ

い

て

考
察
し

た

の

が
､

次
の

第
四

､

第
五

章
で

あ
る

｡

そ
こ

で

は
､

『

独

仏
年
詩
』

に

掲

載
の

マ

ル

ク

ス

の

｢

ユ

ダ
ヤ

人

問
題
に

よ

せ

て
+

第
一

論
文
と

第
二

論
文
が

と

り

あ

げ

ら
れ

､

そ

の

う
ち

第
四

革
は
バ

ウ

ア

ー

の

『

ユ

ダ

ヤ

人

問
題
』

を

批

判
し
た

第
一

論
文
を

､

第
五

章
は

同
じ

く
バ

ウ

ア

ー

の

論
文
｢

現
代
の

ユ

ダ
ヤ

人
と

キ

リ

ス

ト

教
徒
の

自
由
に

な

り

う
る

能
力
+

を

批
判
し

た

第
二

論
文
を

考
察
の

対

象
と

す
る

｡

第
四

章
は
マ

ル

ク

ス

の

｢

ユ

ダ
ヤ

人

問
題
に

よ

せ

て
+

第
一

論
文
が

､

従
来
の

研
究
に

み

ら

れ
る

よ

う
な

､

た

ん
に

バ

ク
ア

ー

の

観
念
論
に

対

す

る
マ

ル

ク

ス

の

唯
物
論
と

し
て

把
握
さ
れ

る

に

と

ど

ま

ら

ず
､

バ

ウ

ア

ー

が

｢

ユ

ダ

ヤ

人
問

題
+

を

通
し
て

提
起
し

た

政
治
的
解

放
と

(

普
遍
的
)

人

間
的
解

放
の

関
係
に

対

す
る

､

マ

ル

ク

ス

の

全

面
的
対

決
で

あ

る

こ

と

を

強
調
す
る

｡

つ

づ

い

て
､

こ

の

よ

う
な

問
題
意
識
か

ら

生

み

出
さ

れ
た

マ

ル

ク

ス

の

政
治
的
解
放
論
を

､

政
治
(

国
家
)

の

宗
教
か

ら
の

解
放
な

ら

び
に

市
民

社
会
か

ら
の

解
放
と

い

う
二

つ

の

モ

チ

ー

フ

に

し

た

が
っ

て

検

討
し

､

さ

き
の

『

ヘ

ー

ゲ

ル

国
法
論
批
判
』

と

同
様
の

､

ケ

ル

ク
ス

の

近

代
に

対

す
る

二

重

性
把
捉
を

摘
出
す

る

と

同

時
に

､

こ

の

政
治
的
解
放

(

こ

れ

は
､

第
三

亭
で

ほ

｢

政
治
的

疎
外
+

と

把
握
さ

れ

て

い

た
)

の

市

民
社
会
的
基
盤
が

､

こ

こ

で

は
マ

ル

ク

ス

に

よ
っ

て
一

層
強
調
さ

れ
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

政
治
的
解
放
(

政
治
的

疎
外
)

の

克
服
が

も

は

や

以

前
の

よ

う
に

政
治
的
民

主
主
義
の

徹
底
と

し
て

で

な

く
､

市
民

社
会
の

基
盤
に

下

降
し

た

人
間
的
解
放
論
と

し

て

提
起
さ

れ

て

い

る
こ

と
､

こ

の

こ

と

を

加5

第
四

章
は

最
後
で

強
調
す
る

｡

っ

ぎ
に

､

マ

ル

ク

ス

の

｢

ユ

ダ

ヤ

人

問
題
に

よ

せ
て
+

第
二

論
文
を

考

察
の

対

象
と

し
た

第
五

革
も

､

第
四

章
と

同
様
に

､

こ

の

マ

ル

ク

ス

の

第

二

論
文
が

バ

ウ

ア

ー

の

人

間
的
解
放
問
題
の

観
念
論
的
宗
教
的
把
捉
に

対

す
る

唯
物
論
的
現
実
的

把
握
と
い

う
解
釈
に

と

ど

ま

る

べ

き

で

な

く
､

バ

ウ

ア

ー

が

当

該
論
文
で

展
開
し
て

い

る

人

間
自
意
識
の

発
展
を

基
軸
と

す

る

歴
史
哲
学
に

対
す
る

マ

ル

ク

ス

の

全
面
的
対

決
と

し

て

執
筆
さ

れ

た

と

み

る
｡

し

た

が

っ

て
､

バ

ウ
ア

ー

の
､

ユ

ダ
ヤ

教
･

1
キ

リ

ス

ト

教
そ

し

て

キ

リ

ス

ト

教
徒
を

担
い

手
と

す
る

人
間
的
解
放
と

い

う

歴
史
哲
学
の

図

式
に

対

し
､

マ

ル

ク

ス

は
ユ

ダ
ヤ

教
を
バ

ウ

ア

ー

の

よ

う
に

､

キ

リ
ス

ト

教
に

よ

り

克
服
さ
れ

た

も
の

と

み

ず
､

利
己
主

義
､

貨

幣
物
神
で

象
徴
さ

れ
る

ユ

ダ
ヤ

人
的
あ

り

方
(

盲
計
ロ
t

仁

m
)

は
､

人

間
の

自

己

(

=

類

的

存
在
)

お

よ

び

自
然
か

ら
の

疎
外
を

原
理

的
に

確
立

し

た

キ

リ
ス

ト

教
世

界
に

お

い

て
､

む
し

ろ

全
面
的
に

開
花
し

普
遍
化
さ

れ
る

こ

と
､

し
た

が

っ

て
､

人
間
的
解
放
は

｢

そ

れ

白
身
の

胎
内
か

ら

不

断
に

ユ

ダ
ヤ

人
を

輩

出
す
る
+

市
民

社
会
の

ユ

ダ

ヤ

人

的
あ

り

方
か

ら
の

解
放

､

す
な

わ

ち

貨

幣
物
神
の

経
済
的

疎
外
か

ら
の

社
会
の

解

放
で

あ
る

こ

と
､

こ

の

こ

と
が

第
二

論
文
の

結
論
と

し

て

出
さ

れ
､

そ

れ

は

第
一

論
文
の

マ

ル

ク

ス

の

人

間
的
解
放
論
を

よ

り

経
済
に

即
し

て

発
展
せ

し
め

た

も
の

で

あ
る

こ

と
､

以
上

の

こ

と

を

第
五

亭
は

指

摘
し

､

最
後
に

､

こ

の

マ

ル

ク

ス

の

第
二

論

文
に

み

ら

れ
る

貨
幣
物
神
性
を

中
心
と

す
る

経
済
的
疎
外
観
に

対

す

る
､

ヘ

ス

｢

貨
幣
体
+

論
文
の

影
響
有
無
の

問
題
に

言
及
し

､

事
実
関

係
と

し

て

否
定
的
見
解
を

と
る

｡



彙)0
ノ8(

以

上
､

第
四

章
と

第
五

草
で

本
書
の

強
調
す
る

点
は

､

バ

ウ

ア

ー

の

ユ

ダ
ヤ

人
問
題
を

通
し

て

提
起
す
る

近

代
化
論
と

そ
の

克
服
論
(

人
間
的
解

放
論
)

お

よ

び

歴
史
哲
学
に

対

す
る

批
判
を
つ

う
じ

て
､

マ

ル

ク

ス

の

政

治
的
疎
外
論
か

ら

社
会

･

経
済
的

疎
外
論
へ

の

発
展
の

道
が

き

り

ひ

ら

か

れ
て

い

っ

た

と

い

う
こ

と

で

あ
る

｡

本
書
の

最
終
章
(

本
論
)

､

第
六

章
は

『

独
仏
年
誌
』

に

掲

載
の

マ

ル

ク

ス

の

い

ま
び

と

つ

の

論
文
｢

ヘ

ー

ゲ
ル

法
哲
学
批
判
序
説
+

を

考

察
の

対

象
に

す
る

｡

ま

ず
宗
教

批
判
の

意
義
を

展
開
し
て

い

る

冒
頭
部
分
に

対

し
､

第
六

章
は
こ

れ

を

た

ん
に

宗
教
批
判
の

意
義
に

と

ど

ま

ら

ず
､

広
く

イ

デ
オ

ロ

ギ

ー
一

般
へ

の

批
判
の

意

義
の

展
開
と

解
釈
し

､

こ

こ

で

は
､

な

に

ゆ

え

に

後
進
国
ド

イ

ツ

で
､

人

間
解
放
の

た

め

に

ヘ

ー

ゲ
ル

『

法
の

哲
学
』

を

批
判
す

る

意
義
が

あ
る

の

か
､

と

い

う
マ

ル

ク

ス

の

当
該
論
文

全
体
の

序
説
的
意
味
を

､

こ

の

目
頭
部
分
ほ

有
す
る

と

解
釈
す
る

｡

つ

づ

い

て

当
該
論
文
の

本
論
は

前
半
と

後
半
の

二

つ

に

分

け
ら

れ
､

前
半
は

冒

頭
部
分
の

序
説
を

受
け
て

､

ヘ

ー

ゲ
ル

『

法
の

哲
学
』

批
判
の

後
進
国
ド

イ
ツ

に

お

け
る

実
践
的
意
義
と

､

そ

の

批
判
の

二

つ

の

道
(

理

論
的
批
判

-1
ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
の

思
弁
性
に

対

す
る

批
判
と

､

そ
こ

か

ら

必

然
的
に

帰

結
さ

れ

る

実
践
的

批
判

)

を

展
開
し

て

い

る

が
､

そ

れ

は
バ

ウ

ア

ー

お

よ

び

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

の

そ

れ

ぞ

れ

に

欠

け
て

い

る

面
を

補
足
す
る

も
の

で

あ

り
､

し

た
が

っ

て
､

理

論
と

実
践
の

統
一

と

し
て

両

者
を

踪
合
す
る

も

の

で

も

あ
る

､

と

本
書
は

み

る
｡

こ

の

前
半
を

う
け
て

､

後
半
は

以
上

の

う
ち
の

実
践

､

す

な
わ

ち
ド

イ

ツ

の

解

放
を

取
扱
っ

た

も
の

で

あ
り

､

こ

こ

で

も
マ

ル

ク

ス

は

実
践
に

お

け
る

理

論
の

必

要
性
を

強
調
す
る

と

と

も
に

､

革
命
実
践
の

物
質
的
基
礎
と

し

て

の

現
実
1
思
想
の

側
面
も
重

視

し

て

お

り
､

こ

の

｢

実

践
+

論
に

み

ら
れ

る
マ

ル

ク

ス

の

理

論
的
な

も
の

と

現
実
的
な

も

の

と
の

統
一

に
､

本
書
は
ヘ

ー

ゲ
ル

の

そ

れ

か

ら
の

マ

ル

ク

ス

の

批
判
的

縄
承
を

み
る

｡

つ

づ

い

て
､

本

革
は
こ

の

現
実
1
思
想
の

側
面
に

か

ん

す
る

マ

ル

ク
ス

の

考
察
を

検
討
し

､

フ

ラ
ン

ス

革
命
の

研
究
と

後
進
国
ド

イ

ツ

の

客
観
的

状
況
か

ら
､

ド

イ

ツ

で

は

｢

段
階
的
解
放
の

不

可
能
性
+

と
い

う
苦
渋
に

み

ち
た

認
識
を
マ

ル

ク

ス

が

も
つ

に

至
っ

た

過
程

､

し

か

し
､

こ

こ

で

マ

ル

ク

ス

が

ル

ー

ゲ
や
バ

ウ
ア

ー

と

分
離
し

て
､

人

間
解
放
の

担
い

手
と
し

て

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

を

発
見
す
る

に

至
っ

た

過

程
を

追
求
し

､

当
該
論

文
の

結
論
で

あ
る

｢

哲
学
と

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
の

結
合
+

で
､

第
六

草

を

閉
じ

て

い

る
｡

そ

し
て

､

以
上

の

よ

う
な
ヘ

ー

ゲ
ル

『

法
の

哲
学
』

の

批
判
的
継
承
を

通
し

て

獲
得
さ

れ

た

｢

哲
学
と
プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
の

結

合
+

と
い

う

綜
静
に

よ
っ

て
､

こ

の

｢

序
説
+

論
文
は
マ

ル

ク

ス

の

ド

イ

ツ

｢

解
放
宣
言
+

で

あ
る

と

と

も

に
､

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
の

知
的
風
土

と

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
の

母

体
か

ら
の

自
己
形
成
と

し
て

は

じ
め

ら
れ

た
､

初
期

マ

ル

ク

ス

の

思
想
形
成
に

､

さ

ら

に

は
､

レ

ー

ニ

ン

の

二

つ

の

規
定
の

内

容
的
統

一

と

し
て

把
握
す

る

｢

国
家
か

ら

市
民

社
会
へ

+

の

初
期
マ

ル

ク

ス

の

思
想
形
成
に

､

ひ

と
つ

の

ピ

リ
オ

ド

を

打
つ

マ

ル

ク

ス

白
身
の

｢

解

放
宣
言
+

で

あ

る
こ

と
､

し

た

が
っ

て
､

以

後
マ

ル

ク

ス

の
､

こ

の

プ
ロ

レ

タ
リ

ア

ー

ト

を

担
い

手
と

す

る

普
遍
的
人

間
解
放
の

た

め
の

市
民

社
会

分
析

､

経
済
学
研
究
へ

の

歩
み
が

開
始
さ
れ

る

こ

と
､

以
上

の

こ

と

を

最

後
に

強
調
し

て
､

本
書
の

本
論
は

終
っ

て

い

る
｡

-7

補
論
Ⅰ

､

Ⅱ

は
､

い

ず
れ

も

初
期
マ

ル

ク

ス

の

思
想
形
成
の

知
的

風
土

詑
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と

し
て

､

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
か

ら
ル

ー

ゲ
､

チ
ェ

シ

ュ

コ

フ

ス

キ
ー

を

と

り

あ

げ

た

も
の

で

あ

り
､

ル

ー

ゲ

を

対

象
と

す
る

補
論
Ⅰ
は

､

政
治
哲
学

を

中
心

と

し
て

､

ル

ー

ゲ
の

ヘ

ー

ゲ
ル

批
判
を

考
察
し

､

チ
ェ

シ

ュ

コ

フ

ス

キ

ー

を

対

象
と

す
る

補
論
Ⅱ

は
､

歴
史
哲
学
を

中
心

と

し
て

､

チ
ェ

シ

ュ

コ

フ

ス

キ

ー

の

ヘ

ー

ゲ
ル

批
判
を

考
察
し

た

も
の

で

あ

る
｡

ル

ー

ゲ
は

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
の

哲
学
的
政
治
運
動
の

中
心

人

物
で

あ

り
､

は

じ
め

に

ケ
ル

ン

大
司
教
の

問
題
を

通
し
て

､

プ
ロ

イ
セ

ン

政

府
に

加

担
し

た
ル

ー

ゲ
が

､

そ
の

後
プ

ロ

イ
セ

ン

政
府
を

批
判
し

､

そ

れ

か

ら
ヘ

ー

ゲ
ル

の

国

家
論
を

批
判
す

る

に

至
っ

た

過
程
と

そ
の

内
容
を

､

補
論
Ⅰ

は

考
察
す
る

｡

ま
た

､

こ

の

ル

ー

ゲ

や
ヘ

ス

ら
に

､

と

く
に

｢

実
践
の

哲
学
+

の

面
で

影
響
を

あ

た

え

た

と
い

わ

れ

て

い

る

ポ

ー

ラ
ン

ド

の

チ
ェ

シ
ュ

コ

フ

ス

キ

ー

の

『

歴
史
学
序
論
』

(

一

八
三

八

年
)

を

禰
論
Ⅱ

は

と

り

あ

げ
､

そ

れ

が

チ
ェ

シ

ュ

コ

フ

ス

キ

ー

の

摂
取
し

た
ヘ

ー

ゲ
ル

の

歴
史
発
展
の

原
理

で
､

ヘ

ー

ゲ
ル

『

歴
史
哲
学
』

を

｢

充
足
+

す
る

も
の

で

あ
る

と

同
時
に

､

そ

こ

か

ら

生

み

出
さ

れ

た

｢

実
践
の

哲
学
+

が
､

ヘ

ー

ゲ
ル

『

歴
史
哲
学
』

の

思
弁
性
に

対

す
る

｢

止
揚
+

を

意
味
す
る

こ

と
､

す
な

わ

ち
､

チ
ェ

シ

ュ

コ

フ

ス

キ
ー

な

り
の

哲
学
の

実
践
=

哲
学
の

止

揚
を

､

補
論
汀

は

明
ら

か
に

し
て

い

る
｡

以

上
の

補
論
は

､

初
期
マ

ル

ク

ス

の

思
想
形
成
を

知
的
風
土
と

し

て

の

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
か

ら
の

自
己

形
成
と

し

て

と

ら

え
よ

う
と

す
る

本
論
を

補
う
も
の

と

し
て

､

本
書
に

収
録
し

た

も
の

で

あ

る
｡

〔

博
士

論
文
専
査
要
旨
〕

論
文

題
目

｢

初
期
マ

ル

ク

ス

の

思

想

形
成
+

審
査

員

良

.
知

力

大

野

棉
三

郎

岩

崎

允

胤

一

本
論
文
の

主
要
内
容

本
論
文
は

､

一

八

四
一

年
の

『

学
位
論
文
』

か

ら
一

八

四

四

年
の

｢

ヘ

ー

ゲ
ル

法

哲
学

批
判
序
説
+

に

い

た

る
マ

ル

ク

ス

の

思
想
形
成
史
を

対

象

L

し
､

そ

れ

を

個
別
的
か

つ

実
証
的
に

分
析
し

た

八

篇
の

モ

ノ

グ

ラ
フ

ィ

ー

か

ら
な
る

｡

目
次
に

よ
っ

て

論
文
の

構
成
を

示
す

な

ら

ば
､

次
の

と
お

り

で

あ

る
｡

第
一

章

初
期
マ

ル

ク
ス

思
想
の

出
立

点

-
『

学
位
論
文
』

(

一

八

四
一

年
)

第
二

章

国
家
か

ら

市
民

社
会
へ

の

移
行

1
『

ラ

イ

ン

新

聞
』

(

一

八

四
二

-
四
三

年
)

第
三

革

政
治
的

疎
外
論
の

確
立

-
『

ヘ

ー

ゲ

ル

国
法
論

批
判
』

(

一

八

四
三

年
三

月

-
夏
)

第
四

章

政
治
的
解

放
と

人
間
的
解
放

1
｢

ユ

ダ

ヤ

人
問
題
に

よ
せ

て
+

第
一

論
文
(

一

八

四
三

年
秋
)

第
五

華

人
問
的

解
放
と

社
会
的
解
放

-
｢

ユ

ダ
ヤ

人
問
題
に

よ

せ

て
+

第
二

論
文

(

一

八

四
三

年
秋
)

∂2 8



第
六

革

人

間
的
解
放
と
プ
ロ

レ

タ
リ

ア

解
放

-
｢

ヘ

ー

ゲ
ル

法
哲

学
批
判

序
説
+

(

一

八

四
三

-
四

四

年
)

禰
論
Ⅰ

.
ヘ

ー

ゲ
ル

と
ル

ー

ゲ

補
論
Ⅱ

ヘ

ー

ゲ
ル

と

チ
ェ

シ

ュ

コ

フ

ス

キ

ー

第
一

草
に

お
い

て

は
､

マ

ル

ク

ス

の

学
位
論
文
『

デ
モ

ク

リ

ト

ス

と
エ

ピ

ク
ロ

ス

の

自
然
哲
学
の

差
異
』

が

と

り

あ

げ

ら
れ

る
｡

著
者
は

､

こ

の

学
位
論
文
と

そ

の

準
備
ノ

ー

ト

を
マ

ル

ク

ス

思
想
の

出
立

点
と
し

て

と

ら

え
､

デ
モ

ク

リ

ト

ス

と

対
比

さ

れ

た
エ

ピ

ク

ロ

ス

の

独
自
性
の

論
証
の

な

か

に
､

マ

ル

ク

ス

自
身
の

主
体
的
な

問
題
意
識
を

読
み
と

ろ

う
と

す
る

｡

す
な

わ

ち

著
者
に

よ

れ

ば
､

マ

ル

ク

ス

は
こ

の

学
位
論
文
の

テ
ー

マ

を

選

び

と

る

な
か

で
､

ア

リ

ス

ト

テ
レ

ス

後
の

エ

ピ

ク

ロ

ス

ら
の

｢

自
意
識
+

の

哲
学
を
ヘ

ー

ゲ
ル

に

続
く

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
の

｢

批
判
+

哲
学
ま
た

は

｢

実
践
+

哲
学
に

重
ね

あ

わ

せ
､

そ

の

作
業
を

と

お

し

て
､

ヘ

ー

ゲ
ル

亡

き

あ

と
の

エ

ピ

ゴ

ー

ネ
ン

の

時
代
に
一

個
の

自
立

的
思
想
家
と

し
て

歩
む

道
を

見
出
そ

う
と

し

た
｡

著
者
は

､

こ

こ

で

の

マ

ル

ク

ス

が

青
年
ヘ

ー

ゲ

ル

派
と

一

線
を

画
し
て

い

た

こ

と

を

認
め

な

が

う

も
､

学

位
論
文
を

青
年

ヘ

ー

ゲ
ル

派
の

主

観
主

義
的
傾
向
に

た

い

す
る

批
判
と

み

る
こ

と

は

拡
大

解
釈
だ

と

考
え

､

こ

こ

で

の

マ

ル

ク

ス

の

ヘ

ー

ゲ
ル

に

た

い

す
る

対

決
の

報

な

か

に

哲
学
の

実
現
=

哲
学
の

止

揚
と
い

う
命
題
の

萌
芽
を

求
め

る
の

で

あ
る
｡

第
二

革
で

著
者
は

､

『

ラ

イ
ン

新
聞
』

に

寄
せ

ら

れ

た
マ

ル

ク

ス

の

論

( 9 1 ) 彙

説
を
三

期
に

分
け
て

考
察
し

､

そ
こ

で

の

マ

ル

ク

ス

の

発
展
の

中
軸
と

し

て

｢

国
家
か

ら

市
民

社
会
へ

の

移
行
+

の

問
題
を

と
り

あ

げ
る

｡

著
者
の

指
摘
に

よ

れ

ば
､

『

ラ

イ
ン

新
聞
』

初
期
の

マ

ル

ク

ス

は
ヘ

ー

ゲ

ル

か

ら

雁
承
し

た

公
民
と

し
て

の

人

間
世
界
=

国
家
の

理

念
を

尺
度
と

し

て

現
状

政
治
を

批
判
し

た
が

､

中
期
に

は

無
産
階
級
の

問
題
を

視
野
に

入

れ

る
こ

と

に

よ
っ

て
､

現
実
の

国
家
が

市
民
社
会
の

私
的
所
有
者
に

よ
っ

て

規
定

さ

れ

て

い

る
こ

と

を

認
識
し

､

同
時
に

ま
た

､

市
民

社
会
内
部
で

私
的
所

有
者
に

対

立
す

る

無
産
階
級
に

､

こ

れ

ま
で

の

批
判
基

準
で

あ
っ

た

｢

国

家
+

の

理

念
を

移
し

た
｡

さ

ら
に

後
期
に

お

い

て

マ

ル

ク

ス

は
､

初
期
の

全
人

的
国
家
理
念
を

放
棄
す
る

こ

と
な

く
､

む

し

ろ

そ

れ

を

実
現
す
る

た

め

に
､

市
民

社
会
分

析
の

道
を

切

り

拓
い

て

い

っ

た

と
､

著
者
は

指
摘
す

る
｡

第
三

革
の

分
析
対

象
は

『

ヘ

ー

ゲ
ル

国
法
論
批
判
』

で

あ

る
｡

著
者
は

ま

ず
フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ブ

ハ

の

ヘ

ー

ゲ
ル

批
判
の

方
法
で

あ

る

｢

転
倒
の

方

法
+

が

こ

こ

で

マ

ル

ク

ス

に

大
き

な

影
響
を

与
え

て

い

る

こ

と

を

指
摘
し
､

つ

い

で

国
法
論
批
判
の

手
稿
の

内
容
に

し

た
が
っ

て
､

ヘ

ー

ゲ

ル

の

立

憲

君
主
制
論

､

官
僚
制
論

､

身
分
制

議
会
論
に

た
い

す
る

マ

ル

ク

ス

の

批
判

的
分
析
を

検
討
す
る

｡

著
者
に

よ

れ

ば
､

こ

の

分
析
を

と
お

し

て

マ

ル

ク

ス

は
､

近

代
国
家
の

政
治
的
疎
外
が

近

代
市
民

社
会
の

社
会
的
疎
外
に

現

実
的
根
拠
を

も
つ

こ

と

を

理

論
的
に

明
ら
か

に

し
､

政
治
国
家
と

市
民

社

会
の

矛
盾
の

克
服
と

し
て

｢

其
の

民

主
主

義
+

論
を

展
開
し

た

の

で

あ

る
｡

し

か

し

ま

た
､

｢

真
の

民

主
主
義
+

ほ

現
実
の

市
民

社
会
の

彼
岸
に

あ

り
､

そ

の

か

ぎ

り
､

マ

ル

ク

ス

の

民

主
主
義
論
は
ヘ

ー

ゲ
ル

の

全
人
的
国
家
理

念
の

批
判
的
継
承
で

あ
る

､

と

著
者
は

考
え

る
｡

第
四

お

よ

び

第
五

革
で

ほ
､

『

独
仏
年
誌
』

に

掲

載

さ

れ

た

マ

ル

ク

ス

の

パ

ウ

ア

ー

批
判
｢

ユ

ダ
ヤ

人
問
題
に

よ

せ

て
+

が

論

じ

ら

れ

る

な

か

O
U

で
､

マ

ル

ク

ス

の

政
治
的
疎
外
論
が

ど

の

よ

う
に

し

て

社
会
的
疎
外
論

､

甜
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経
済
的
疎
外
論

へ

下

降
し
て

い

く
か

が

考
察
さ

れ

る
｡

ま

ず
第
四

革
で

は
､

パ

ウ

ア

ー

が

『

ユ

ダ

ヤ

人

問
題
』

の

な

か

で

提
起
し

た

政
治
的
解
放
と

普

遍
的

･

人

間
的
解

放
の

関
係
と
い

う
問
題
に

た

い

し
て

､

マ

ル

ク
ス

が

全

面
的
に

対

決
し

た

事
実
が

指
摘
さ

れ
､

そ
の

な

か

で

打
出
さ

れ

た
マ

ル

ク

ス

白
身
の

政
治
的
解
放
論
が

そ

れ

白
身
の

市
民

社
会
的
基
盤
を
こ

こ

で
一

層
明
確
に

し

た
こ

と
､

ま
た

政
治
的
解
放

(

政

治
的

疎
外
)

の

克
服
が

市

民
社
会
の

基
盤
に

下
降
し

た

人

間
的
解
放
論
と

し

て

提
起
さ
れ

て

い

る

こ

と

が

明
ら

か

に

さ

れ
る

｡

さ

ら
に

第
五

革
に

お
い

て

著
者
は

､

バ

ク
ア

ー

の

論
文
｢

現
代
の

ユ

ダ
ヤ

人

と

キ

リ

ス

ト

教
徒
の

自

由
に

な

り

う
る

能

力
+

の

内

容
を

詳
細
に

分
析
し

､

バ

ウ

ア

ー

の

歴
史

哲
学
的
図
式
と
の

対

比
の

な
か

で
､

マ

ル

ク
ス

の

｢

ユ

ダ

ヤ

人
的
あ

り

方
+

か

ら
の

解
放
論
を

展
開
す
る

｡

す
な

わ

ち
マ

ル

ク

ス

に

と
っ

て

は
､

人

間
的
解
放
は

｢

そ

れ

自
身
の

胎
内
か

ら

不

断
に

ユ

ダ
ヤ

人
を

輩
出
す

る
+

市
民

社
会
か

ら
の

解

放
で

あ

り
､

貨
幣
物
神
の

経
済
的
疎
外
か

ら
の

社
会
の

解
放
に

ほ
か

な

ら

な

か

っ

た
｡

本
論
の

最
終

章
ほ

､

同
じ

く

『

独

仏
年
誌
』

に

掲
載
さ

れ

た

｢

ヘ

ー

ゲ

ル

法
哲
学
批
判
序
説
+

を

考
察
す

る
｡

著
者
は

､

｢

ユ

ダ

ヤ

人

問

題
に

よ

せ

て
+

で

提
起
さ

れ
た

普
遍
的
人

間
解
放
の

担
い

手
と

し
て

､

こ

こ

に

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

が

発
見
さ

れ
た

こ

と

の

な

か

に
､

こ

の

｢

序
説
+

の

第

一

の

意
義
を

認
め
る

と

共
に

､

そ
の

こ

と

と

関
連
し
て

､

こ

切

｢

序
説
+

を
マ

ル

ク

ス

の

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
か

ら
の

独
立

宜
一

言

と

み
る

｡

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

は

｢

市
民
社
会
の

一

階
級
+

で

あ

る

が
､

そ
の

社
会
の

｢

普
遍

的
苦
悩
+

を

背
負
っ

て

い

る

が

ゆ

え

に

｢

普
遍
的
性
希
+

を

も
っ

た

階
級

で

あ
り

､

マ

ル

ク

ス

ほ

そ
の

普
遍
的
人

間
解
放
の

｢

物
質
的
武
器
+

を

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト
に

見
出
す

｡

こ

う
し

て
､

｢

一

八

四
一

年
の

『

学

位
論

3 0∂

文
』

で

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
と

の

対

決
か

ら

出

発
し
た

初
期
マ

ル

ク

ス

思

想
の

形
成
も
こ

こ

で

ピ

リ

オ

ド

を

打
た

れ
､

以

後
マ

ル

ク

ス

は
､

こ

の

プ
ロ

レ

タ

リ

ア

ー

ト

を

担
い

手
と

す
る

普
遍
的
人

間
解
放
の

た

め

の

市
民
社

会
分

析
､

経
済
学
研
究
へ

と
､

そ
の

歩
み

を

開
始
す
る

こ

と
と

な

る
｡

+

補
論
Ⅰ
お

よ

び

Ⅱ

は
､

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
の

代
表
的
思

想
と

し

て

ル

ー

ゲ
の

国
家
論
お

よ

び

チ
ェ

シ

ュ

コ

フ

ス

キ

ー

の

歴
史
哲
学
を

と

り

あ

げ
､

初
期
マ

ル

ク

ス

の

思
想
発
展
を

側
面
的
に

包
む

知
的
風
土

を

明

ら
か

に

し

ょ

ぅ
と

す
る

｡

ル

ー

ゲ

は

当
初
プ

ロ

イ
セ

ン

国
家
の

な

か

に

新
教
精

神
･

啓

蒙
･

合
理

主
義
を

担
っ

た

近

代
国
家
を

見
出
す
が

､

や

が

て

プ
ロ

イ
セ

ン

絶
対

王

制
に

敵
対
す

る

立

場
に

移
行
し

､

同
時
に

こ

の

プ
ロ

イ
セ

ン

絶

対

王

制
を

美
化
し

た
ヘ

ー

ゲ
ル

法

哲
学
の

批
判
に

夢
手
し

た
｡

批
判
の

要

点
ほ

､

ヘ

ー

ゲ
ル

が

歴
史
的
な

も
の

を

論
理

的
な

も

の

に

転
化
し
､

歴
史

的
存
在
と
し

て

解
明
さ

れ

批
判
さ

れ
る

べ

き

世
襲
君
主

､

長
子
相
続

､

二

院
制
度
を

論
理

的
必

然
性
と

し

て

叙
述
し

､

し
た

が
っ

て

国
家
に

た
い

す

る

歴
史
的
批
判
を

不

可

能
に

し

た

と
い

う
点
に

あ

る
｡

ル

ー

ゲ

は
こ

の

ヘ

ー

ゲ
ル

の

観
想
主
義
を

拒
香
し

､

国
家
の

現
状
の

批
判
を

現
代
の

課

題
と

し
た

｡

ル

ー

ゲ
の

こ

の

ヘ

ー

ゲ
ル

批
判
の

基
礎
と

な
っ

た

の

ほ

チ
ェ

シ

ュ

コ

フ

ス

キ
ー

の

『

歴
史
哲
学

序
論
』

で

あ
っ

た
｡

チ

ェ

シ

ュ

コ

フ

ス

キ

ー

は
､

ヘ

ー

ゲ

ル

が

弁
証
法
的

発
展
の

原
理

を

最
後
ま

で
一

貫
し

て

適
用
し

て

い

な

い

こ

と

を

批
判
し

､

そ
の

発
展
原
理

を

未
来
に

ま

で

適
用
す

る

こ

と
に

よ
っ

て

｢

実
践
の

哲
学
+

を

生

み

出
そ

う
と

し

た
｡

さ

ら

に

彼
ほ

､

こ

う
し
た

方

法
的
自
覚
に

も

と
づ

い

て
､

世
界
史
を

三

段
階
に

区
分
し
､

そ
の

第
三

段
階
に

､

人

間
の

個
と

顆
が

自
覚
的
に

統
一

さ

れ

た

未
来
世
界



を

描
き

出
す

｡

チ

ェ

シ

ュ

コ

フ

ス

キ

ー

の

こ

の

歴
史
哲
学
は
ヘ

ー

ゲ
ル

哲

学
の

立
場
を

積
極
的
に

破
壊
す
る

も
の

で

あ

り
､

哲
学
そ
の

も
の

の

止

揚

で

あ
っ

た
｡

著
者
は

こ

こ

に

｢

ヘ

ー

ゲ
ル

か

ら

青
年
マ

ル

ク

ス

ヘ

の

道
の

露
払
い

と

し
て

の

チ
ェ

シ
ュ

コ

フ

ス

キ
ー
+

を

み

る

の

で

あ
る

｡

二

本
論
文
の

評
価

本
論
文
の

す
ぐ

れ

た

特
徴
は

主
と

し

て

次
の

二

点
に

と

り
ま

と

め

る
こ

と
が

で

き

る

で

あ

ろ

う
｡

第
一

に

著
者
は

初

期
マ

ル

ク

ス

思
想
の

成
立

と

展
開
を

考
察
す
る

に

あ

た
っ

て
､

た

ん

に

マ

ル

ス

自
身
に

即
し

て
､

-

著
者
の

言

葉
に

よ

れ
ば

-
｢

歴
史
の

縦
断
+

に

お

い

て

問
題
の

所
在
と

意
味
を

明

ら

か
に

し

た
だ

け
で

な

く
､

同
時
に

､

初
期
マ

ル

ク

ス

と

直
接

か

か

わ

り

を

も
っ

た

同
時
代
の

知
的

風
土

を

視
野
に

収
め

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

マ

ル

ク

ス

の

思
想
発
展
を

｢

横

断
的
+

に

も

と

ら
え

よ

う
と

し

た
｡

著
者
は
こ

の

時
期
の

マ

ル

ク

ス

の

発
展
を

､

ヘ

ー

ゲ

ル

の

重

力
圏
内
で

思

想
形
成
し

た
マ

ル

ク

ス

が

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
の

批
判
的
運
動
を

媒
介
と
し

な

が

ら

自
分
の

自
立

的
思
想
を

確
立

し
て

い

く

過
程
と

し

て

と

ら

え
て

い

る

が
､

こ

の

よ

う
な

意
味
で

著
者
は

､

こ

の

時
期
の

マ

ル

ク

ス

と

直
接
間

接
に

交
渉
を

も
っ

た

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
の

代
表
的
人

物
を

と

り

あ

げ
､

ブ

報

ル

ー

ノ
･

パ

ウ

ア

ー
､

ル

ー

ゲ
､

チ
ェ

シ

ュ

コ

フ

ス

キ

ー

ら

を

考
察
の

対

象
と

す
る

｡

(

さ

ら
に

､

提
出
さ

れ

た

論
文
に

お

い

て

は

わ

ず
か

し

か

触

れ

ら

れ
て

い

な

い

が
､

モ

ー

ゼ

ス

･

ヘ

ス

も

ま

た

著
者
の

年
来
の

研
究
対

( 9 3 ) 彙

象
で

あ
っ

七
､

ヘ

ス

の

初
期
論
文
集
の

翻
訳
や
ヘ

ス

‖

マ

ル

ク

ス

関
係
に

か

ん

す
る

モ

ノ

グ

ラ

フ

ィ

ー

も

著
者
の

す
ぐ

れ

た

業
績
の

一

つ

に

数
え

ら

れ

る
｡

)

そ

れ

ら
の

思
想
家
は

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

派
の

運
動
の

な

か

で

主

導

的
役
割
を

果
し
た

だ

け
で

な

く
､

マ

ル

ク

ス

思
想
の

成
立

史
に

お
い

て

も

重

要
な

位
置
を

占
め

る
｡

そ

れ
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

こ

れ

ら
の

諸
思
想
に

か

ん

す
る

研
究
は

､

欧

米
の

研
究
史
を
ふ

く
め

て

必

ず
し

も

十
分
で

あ
る

と

は
い

え

ず
､

よ

う
や

く
こ

の

十
年
来
に

お

い

て

活
発
に

な

り
つ

つ

あ
る

､

と
い

え

る

に

す

ぎ

な
い

｡

し

た
が

っ

て
､

著
者
が
バ

ウ

ア

ー
､

ル

ー

ゲ
､

ヘ

ス
､

チ
ェ

シ

ュ

コ

フ

ス

キ

ー

ら

を

射
程
に

収
め
つ

つ

遂
行
し

た

マ

ル

ク

ス

研
究
は

､

少
な

く

と

も

日

本
の

学
界
に

お

い

て

ほ

先

駆
的
意
義
を

も
つ

ば

か

り

か
､

文
献
を
よ

く

渉
猟
し

た

実
証
的
方
法
を

と
お

し

て
､

日

本
に

お

け
る

初

期
マ

ル

ク

ス

研
究
の

水

準
を

高
め

る
の

に

寄
与
し

た

の

で

あ
る

｡

著
者
は
こ

の

時
期
の

マ

ル

ク

ス

の

思
想
発
展
を
つ

か

む

さ

い

に
､

｢

国

家
か

ら

市
民

社
会
へ

+

の

移
行
と
い

う

問
題
を

考
察
の

中
心
に

す

え

る
｡

こ

こ

に

み

ら

れ
る

著
者
の

一

貫
し

た

視
座
が

本
論
文
の

第
二

の

特
色
で

あ

ろ

う
｡

著
者
は

､

『

ラ

イ
ン

新
聞
』

時
代
の

マ

ル

ク

ス

の

発

展
を

｢

観

念

論
か

ら

唯
物
論
へ

+
､

｢

革
命
的
民

主
主
義
か

ら

共
産
主
義
へ

+

の

移
行
と

し

た
レ

ー
ニ

ン

の

著
名
な

定
式
化
に

と

ど
ま

る

こ

と

な

く
､

む

し

ろ
こ

れ

ら
の

定
式
を

統
一

的
に

把
握
し

､

そ
れ

を

｢

国
家
か

ら

市
民

社
会
へ

+

の

移
行
と

し
て

､

も

し

く

は

｢

政
治
的
疎
外
論
か

ら

社
会
的

･

経
済
的
疎
外

論
へ

+

の

観
点
の

転
換
と

し
て

､

内
容
的
に

と

ら

え

な
お

そ

う
と

努
め

る
｡

だ

が

著
者
は

､

｢

国
家
か

ら

市
民
社
会
へ

+

の

移
行
を

本
論
文
の

論

旨
を

導
く

糸
と

す
る

け

れ

ど

も
､

同
時
に

ま

た
､

理

念
と

し
て

の

｢

国
家
+

の

立

場
､

あ

る

い

ほ

著
者
の

い

う
｢

全
人

的
+

立

場
も

ま
た

マ

ル

ク

ス

の

な

か

か

ら

決
し

て

失
わ

れ
な

か

っ

た
､

と

強
調
す
る

｡

す

な

わ

ち

著
者
は

､

-
少
な

く
と

も
こ

こ

で

扱
わ

れ

た

時
期
の

1
マ

ル

ク

ス

の

な

か

に
､

〓
具
し

て

ヘ

ー

ゲ
ル

的
理

念
の

批
判
的

継
承
が

あ
る

と

考
え

る
｡

こ

の

こ

純
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と

は
､

方

法
的
視
点
か

ら

み
る

か

ぎ
り

､

本
書
の

理

論
的
構
成
を

一

面
化

や

ド
グ

マ

化
か

ら

救
っ

て

い

る
｡

他
面
本
論
文
も

ま

た

欠
陥
を

完
全
に

ま

ぬ

が

れ

て

い

る

と

は
い

え
な

い
｡

第
一

に
､

本
論
文
の

構
成
が

完
結
的
で

あ

る

か

ど

う
か

疑
問
で

あ
る

｡

本

論
文
は

『

学
位
論
文
』

か

ら

出
発
し

､

｢

ヘ

ー

ゲ

ル

法

哲
学

批

判

序

説
+

で

終
っ

て

お

り
､

著
者
ほ

､

こ

の

｢

序
説
+

を

も
っ

て

マ

ル

ク

ス

が

青
年

ヘ

ー

ゲ
ル

派
の

影
響
を

完
全
に

離
脱
し

た

と

み

る

こ

と
か

ら
､

こ

の

時
期

に
一

つ

の

完
結
性
を

与

え

て

い

る
｡

し

か

し
､

｢

国
家
か

ら

市
民

社
会
へ

+
､

｢

政
治
的
疎
外
か

ら

経
済
的
疎
外
へ

+

の

移
行
を

た

ど
る

こ

と
が

本
論
文

の

主
要
な
モ

テ
ィ

ー

フ

と

な
っ

て

い

る

以
上

､

少
な

く

と

も

『

経
済
学

･

哲
学
手
稿
』

ま

で

射
程
に

収
め

な

い

か

ぎ

り
､

｢

初
期
マ

ル

ク
ス

の

思
想

形
成
+

に
一

つ

の

ピ

リ

オ

ド

を

打
つ

こ

と

は

で

き

な
い

の

で

は
な

い

だ

ろ

う
か

｡

､
も
っ

と

も
こ

の

こ

と

は
､

た

と

え

本
論
文
の

欠
陥
で

あ
る

と

し
て

も
､

著
者
の

今
後
の

研

究
が

進
め

ば
､

お

の

ず
か

ら

克
服
さ

れ

う
る

欠
陥

で

あ
る

｡

第
二

に
､

お

そ

ら

く

は
こ

の

内
容
構
成
上
の

欠
陥
と

関

連
し
て

､

本
論

文
全
体
を

通
じ

て

哲
学
的
考
察
に

な
お

不

十
分
な

点
が

み

ら

れ
る

｡

一

例

を

あ

げ
れ

ば
■､

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ブ

ハ

の

現
実
的
人

間
主
義
や

｢

実
証
的
な

人
間
主
義
的
な

ら
び
に

自
然
主
義
的
批
判
の

立

場
+

に

つ

い

て

著
者
ほ

論

及

し
て

ほ

い

る

が
､

そ
の

哲
学
的
分
析
ほ

､

認
識
論
的
に

も

存
在
論
的
に

も

掘
り

下
げ
が

た

ら

ず
､

そ
の

こ

と
は

､

本
論
文
の

射
鍵
が

『

経
済
学
･

哲
学
手
稿
』

や

｢

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

･

テ

ー

ゼ
+

に

ま
で

の

ぴ

て

い

な

い

こ

と
と

､

相
互
に

関
連
し
て

い

る

よ

う
に
.
思
え
る

｡

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
に

つ

い

て

の

著
者
の

理

解
も

､

と
き

と

し

て

非
概
念
的
で

あ
る

か

に

み

え
る

｡

た

と

え
ば

､

ヘ

ー

ゲ
ル

法
哲
学
の

｢

国
家
+

概
念

と
､

｢

国

家
か

ら

市
民

社
会
へ

+

の

移
行
と
い

う
場
合
の

マ

ル

ク

ス

の

｢

国
家
+

と
の

関
係
も

､

必

ず
し
も

厳
密
に

と

ら

え

ら
れ

て

い

る

と
. は

い

え

な
い

｡

ま
た

本
論
文
で

著
者
は

し

ば

し

ば

図

式
的
定
式
化
を

お

こ

な
っ

て

い

る

が
､

そ
の

内
容
規

定
も
つ

ね

に

明

確
で

あ

る

と
は

い

え

な

い
｡

し

か

し
､

そ

れ

ら
の

部
分
的

欠
陥
は

本
書
全
体
に

か

か

わ
る

積
極
的
評
価
を

損
う
も
の

で

は

な

く
､

こ

こ

で

具
体
的
に

例
示
す
る

必

要
も
な

い

で

あ

ろ

う
｡

三

審
査

員
の

結
論

審
査

員
は

､

提
出
さ

れ
た

本
論
文
が

､

以

上

指
摘
し
た

若
干
の

欠
陥
を

あ

わ
せ

も
っ

て

い

る

と

は
い

え
､

全
体
と

し
て

す

ぐ
れ

た

研
究
で

あ

り
､

マ

ル

ク

ス

研
究
に

寄
与

す
る

と
こ

ろ

多
い

労
作
で

あ
る

と

考
え

､

こ

れ
に

積
極
的
な

評
価
を

与
え
て

よ

い

と

考
え

る
｡

よ
っ

て
､

わ

れ

わ

れ

審
査

員
は

､

著
者
に

た
い

す
る

所
定
の

試
験
の

結

果
を

あ
わ

せ

考
え
て

､

著
者
が

一

橋
大
学
社
会
学

博
士
の

学
位
を

う

け
る

に

十
分
催
い

す
る

も
の

と

判
断
す
る

｡

昭

和
五

十
一

年
六

月
二

十
三

日
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