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初
期
マ

ル

ク

ス

と

キ

リ

ス

ト

教

0

-
ヘ

ー

ゲ
ル

研
究
と

無

神
論
へ

の

移
行

`

富

沢

賢

治

は

じ

め
に

マ

ル

ク

ス

は

無
神
論
の

意
義
に

つ

い

て

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

神
の

揚
棄
と

し

て

の

無
神
論
は

理

論
的
ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

の

生

成
で

あ

り
､

私
有
財
産
の

揚
棄
と

し
て

の

共
産
主
義
は

…

…

実

践
的
ヒ

ュ

ー

マ

ニ

(

1
)

ズ
ム

の

生

成
+

で

あ

る
｡

そ
れ

故
､

｢

無
神
論
は

当
初
は

ま

だ

共

産

主

義

で

あ

る
こ

と
か

ら

は

遠
い
+

と

は
い

え
､

｢

共
産
主
義
は

無
神

論
と

と

も

(

2
)

に

た

だ

ち

に

は

じ

ま
る

の

で

あ

る
｡

+

前

稿
で

指
摘
し
て

お
い

た

如
く

､

マ

ル

ク

ス

は

生
ま

れ
つ

き
の

無
神
論

(

3
)

着
で

は

な
い

｡

彼
の

無
神
論
は

｢

神
の

拐
棄
+

の

結
果
確
立

さ

れ

た

も
の

ヽ

ヽ

で

あ
る

｡

｢

神
の

揚
棄
+

と

は

な
に

か
｡

そ

れ

は

単
な

る

｢

神
の

香
走
+

で

は

な
い

｡

マ

ル

ク

ス

に

お

け
る

無
神
論
の

形
成
過
程
の

な

か

に

｢

神
の

(

4
)

揚
棄
+

の

意
味
を

探
る

こ

と
が

本
稿
の

課
題
で

あ

る
｡

(

1
)

声

2
F

宗
‖

崇

…
邑

邑
･

首
㌻
り

竜
､

莞
Q

訂

き
[

さ
鼓
弓

骨
♪

ト

ロ
‥

b

旨
岩

･

b
ぎ

慧
訂

q

琵

§

き
∈
笥
訂

Ⅰ

.
A

ぎ
ー

監
.

い

(

以

下

声
門

q

卜

+
･

レ

と

略
記
)

〉
∽

+
琴

城

壕
･

田

中
訳

『

経

済

学
･

哲

学

草

稿
』

岩

波

文

庫
､

二
一

六

頁
｡

(

2
)

叶

訂
丸

こ

咋

ご
汁

邦

訳
､

同

上

書
､

一

三

二

頁
｡

(

3
)

富

沢

賢
治

｢

初
期
マ

ル

ク

ス

と
キ

リ

ス

ト

教

H

-
-

少

年
マ

ル

ク

ス

と

キ

リ

ス

ト

教
+

『

二
構

論

叢
』

五

十
二

巻
六

号
､

参
照

｡

(

4
)

こ

の

課
題

を

支

え
る

､

よ

り
一

般

的
な

問

題

は
､

ド

イ

ツ

･

キ

リ

ス

ト

教

思

想
の

発

展
過

程
に

お

け
る

弁
証

法
の

問

題
で

あ
る

｡

ル

タ

ー

に

お

け
る

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

テ

ィ

ズ

ム

の

確

立
か

ら
ド

イ

ツ

古

典

哲
学

を

経
て

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

に

い

た

る
､

神

学
か

ら

無

神

論
へ

の

発

展

史
を
み

る

と
､

キ

リ

ス

ト

教

思

想

は
､

そ

の

生

成
､

発
展
の

ぅ

ち
に

自
己

を

香
足

す

る

要
素

を

生

み

だ

し
､

そ

の

矛

盾

を

原

動

力

と

し

て

さ

ら

に

発

展

す
る

こ

と
に

よ

り
､

そ

の

内

包

す
る

香

定

的

要

素
が

宗

教

思

想

と

し
て

の

許

容

量
を

越
え

た

と

き
､

キ

リ

ス

ト

教

思

想

そ
の

も
の

が

質
的

変

化
を

と

げ
､

無

神

論
へ

転

化
せ

ざ

る

を

え

な

く

な
っ

た
か

の

よ

う
な

過

程
を

経

て

い

る
｡

こ

れ

は

ま

た
､

よ

り
一

般

的
に

は
､

思

想

史
に

お

け

る

思

想
の

弁

証

法

的

発

展
の

問
題
に

つ

な
が

る
｡

マ

ル

ク

ス

の

提
出

し

た

｢

神
の

揚
棄
+

の

問

題

は
､

こ

こ

ま
で

問

題
を

一

般

化

し

な
い

と

解

決
で

き

な

い

よ

シ

に

思

わ
れ

る
｡

一

マ

ル

ク

ス

を

無
神
論
の

方
向
へ

押
し

や

る

最
初
の

衝
撃
を

与
え

た

の

は

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
で

あ
っ

た
｡

ベ

ル

リ

ン

大
学
時
代
の

マ

ル

ク

ス

自
身
の

告
白
に

よ

れ

ば
､

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
の

影
響
を

う
け
る

以

前
の

彼
は

､

専
門
分
野
に

お
い

て

は

法
哲
学
を

｢

カ

ン

ト

的
方

法
+

で

構
成
し

､

余
暇
に

は

｢

一

切

は

う
わ
の

垂
の

月
か

之ヲメ

止

W



( 8 5 ) 研 究 ノ ー ト

沖

叫

ら

構
成
さ

れ

た
+

よ

う
な

抒
情
詩
を

書
き

ま

く
る

､

要
す
る

に

す
べ

て

の

(

1
)

面
で

｢

純
粋
に

観
念
的
な
+

考
え

方
し

か
で

き

な
い

青
年
で

あ
っ

た
｡

と

こ

ろ
が

､

一

八
三

七

年
､

彼
は

身
体
の

調

子

が

よ

く

な

か

っ

た

問

に
､

｢

ヘ

ー

ゲ
ル

を

始
め
か

ら

終
り

ま

で
､

彼
の

弟
子

の

大

部

分
を

ふ

く

め

(

2
)

て
､

一

通
り

会
得
し

た
｡

+

そ

れ

は

彼
に

深
刻
な

影
響
を

与
え

た
｡

当
時
の

彼
は
こ

う
述
べ

て

い

る
｡

｢

幕
は

お

り

た
｡

私
の

最
も

聖
な

る

も

の

は

引

き

裂
か

れ

た
｡

そ

し
て

新
た

な

神
々

が

持
ち

込

ま

れ

ね

ば

な

ら

な

か
っ

た
｡

…
‥
･

イ

デ
ア

リ
ス

ム

ス

一
因
み

に
､

私
は

そ
れ

を

カ

ン

ト

お

よ

び

フ

ィ

ヒ

テ
の

そ
れ

と

比

較
し
､

そ

し

て

胸
中
に

懐
い

て

き
た

の

だ

が

1

そ

の

イ

デ

ア

リ
ス

ム

ス

か

ら

離
れ

て
､

私
は

現
実
そ
の

も
の

の

中
に

理

念

を

求
め

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

以

前
に

は

神
々

が

地

球
か

ら

離
れ

た

上

空
に

(

3
)

住
ん

で

い

た

と

す
る

な

ら

ば
､

今
や

神
々

は

地

球
の

中

心
に

な
っ

た
｡

+

か

く
し

て

マ

ル

ク

ス

は
､

従
前
の

観
念
的
な

思

索
を

改

め

よ

う
と

決

意

し
､

｢

す
べ

て

の

詩
と

小

説
な

ど
の

腹
案
を

焼
き

す
て
+

､

観
念
的
方

法
に

も

と
づ

く

法
哲
学
の

研
究
を

放
棄
し
､

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
の

強
い

影
響
の

も

と

に

今
や

新
た

な

仕
事
に

立
ち

向
っ

て

い

っ

た
｡

｢

私
は

仕
事
そ

の

も

の

に
､

す
な

わ

ち

神
が

い

か

に

概
念
そ

れ

自
体
と

し

て
､

宗
教
と

し
て

､

自

然
と

し

て
､

歴
史
と

し
て

顕
現
す
る

か

と
い

う
哲
学
的
弁
証
法
的
な

神
の

展
開
の

仕
事
に

立

ち

向
っ

て

い

っ

た
｡

私
の

最
後
の

命
題
が
ヘ

ー

ゲ
ル

体

(

4
)

系
の

始
ま

り
で

あ
っ

た
｡

+

以

上
の

引
用
に

明

ら
か

な

如
く

､

マ

ル

ク

ス

の

｢

イ

デ

ア

リ

ス

ム

ス

+

か

ら

｢

レ

ア

リ

ス

ム

ス

+

へ

の

移
行
は

､

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
に

よ

り

媒
介
さ

れ

て

い

る
｡

後
に

彼
は

､

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
の

観
念
性
を

批
判
し

､

徹
底
し

た

唯
物
論
者
に

な
っ

た
｡

し
か

し
マ

ル

ク

ス

を

し

て

抽
象
の

世
界
か

ら

規

実
の

世
界
へ

移
行
す
る

た

め
の

第
一

歩
を

踏
み

出
さ

し

め

た

の

が

ほ

か

な

ら

ぬ

そ

の

ヘ

ー

ゲ

ル

哲
学
で

あ
っ

た
こ

と

を

着
通
し
て

は

な
る

ま
い

｡

こ

れ

が
マ

ル

ク

ス

と
ヘ

ー

ゲ

ル

と
の

最
初
の

出

会
い

が

持
っ

た

意

義
で

あ

フ

ォ

イ
エ

ル

･

バ

ッ

ハ

る
｡

後
に

彼
は

､

｢

真
理

と

自
由
と
へ

の

道
は

､

火

の

川
を

通
る

以

外

(

5
)

に

は

な
い

+

と

し
て

､

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

を

高
く

評
価
す
る

が
､

こ

の

フ

ォ

イ
ユ

ル

･

バ

ッ

ハ

｢

火

の

川
+

に

た
ど

り
つ

く

た

め

に

は
､

マ

ル

ク

ス

は

ま

ず
､

ヘ

ー

ゲ

ヘ

ー

ベ

ル

ル

と
い

う
板
子
に

よ
っ

て

抽
象
の

世
界
か

ら

現
実
の

世
界
へ

と

押
し

上

げ

ら

れ

る

必

要
が

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

一

八
三

七

年

十
一

月

十

日

付
､

マ

ル

ク

ス

の

父
へ

の

手

紙
｡

臣
〔

円

q
』
.

)

Ⅰ

-
]

T
N

〉

叩
N

-

チ

(

2
)

謎
叫

声
-

S

.
N

-

P

(

3
)

丸

ま
乱

.

-

叩
N

-

∞
.

(

4
)

叫

ひ

計
汁

-

叩

N
-

¢
.

(

5
)

内
.

呂
P
I

H
‖

ト

邑
訂
1

已
わ

姿
已

乱
笥
叫

Q

監
笥
～

∈
叫

旨
訂
声

無
言
､･

怠
ま

蔓
軋

勺

買
電

訂

阜
-

ロ
‥

き
→

一

宇
由
さ
q

乳
払

-

讃
蒜
♪

山
戸

I
-

出
e

ワ

】

訂

芯
巴

-

S
一

N

ソ

『

マ

ル

ク

ス

‖

エ

ン

ゲ
ル

ス

全

集
』

第
一

巻
､

大
月

書
店

､

一

九
五

九

年
､

三

〇

頁
｡

二

｢

神
の

展
開
の

仕
事
+

と
マ

ル

ク

ス

が

い

う
場
合

､

そ
の

｢

神
+

は
い

か

な
る

内
容
を

持
つ

も
の

で

あ

ろ

う
か

｡

マ

ル

ク

ス

自
身
は

そ

れ

に

つ

い

て

な
ん

ら

説
明

を

加
え
て

い

な
い

｡

そ

れ

は

恐

ら

く

彼
の

｢

神
+

概
念
が

当
時
の
ヘ

ー

ゲ
ル

的
｢

神
+

概
念

､

あ

る

い

は

そ

の

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

学
派

γ

ヘ
リ

的
解
釈
に

よ
っ

て

い

る

か

ら
で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

故
､

当

時
の

マ

ル

ク

ス

の

朋
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｢

神
+

概
念
の

内
容
を

明

ら
か

に

す
る

た

め

に

は
､

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
に

お

け

る

｢

神
+

概
念
と
そ

の

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

学
派
に

よ

る

解
釈
を

探
る

と
い

う
回

り

道
を

経
る
こ

と
が

必

要
と

な

る
｡

(

1
)

へ

1

ゲ
ル

は
､

｢

神
の

真
の

姿
+

は

｢

精

神
+

で

あ
る

､

と

規
定
す
る

｡

ヘ

ー

ゲ
ル

に

よ

れ

ば
､

｢

絶
対

者
を

客
体
と

解
し
て

そ
こ

に

立

ち

ど

ま

る

の

は
､

近

代
に

お
い

て

特
に

フ

ィ

ヒ

テ
が

正

当
に

も

強
調
し

た

よ

う
に

､

一

般
に

迷
信
と

奴
隷
的
恐

怖
の

立
場
で

あ
る

｡

+

そ

れ

故
､

｢

人
間
が

救
わ

れ
､

人

間
が

幸
福
に

な

る

と
い

う
こ

と

は
､

人
間
が

神
と

の

統
一

を

意

識

し
､

神
が

単
な

る

客
体
で

あ

る

こ

と
を

や

め
･

…
‥

恐

怖
の

対

象
で

あ

る

こ

と
を

や

め

る

こ

と

に

よ
っ

て

の

み

実
現
さ

れ

る
｡

‥

…
･

わ

れ

わ

れ
の

な

す

ぺ

き
こ

と

は
､

わ

れ

わ

れ
が

直
接
的
な

主
観
性
を

脱
し

…

…

神
が

わ
れ

わ

れ

の

真
実
な

本

質
的
な

自
己
で

あ

る

こ

と

を

意
識
す
る
こ

と

に

よ
っ

て
､

(

2
)

こ

の

救
済
に

あ

ず
か

る
こ

と
に

あ

る
｡

+

か

く
し
て

､

ヘ

ー

ゲ
ル

に

あ
っ

て

は
､

超

越
神
は

香
定
さ
れ

､

宗
教
と

哲
学
と

は

哲
学
を
上

位
と
し

て

融
和
さ

れ
､

宗
教
の

発
展
は

理

性
の

弁
証

法
的
自
己

発
展
と
し

て

把
握
さ

れ

る

に

い

た

る
｡

宗
教
は

､

ヘ

ー

ゲ
ル

哲

学
に

お
い

て

は

じ
め

て

そ

の

現
実
の

歴
史
的
発
展
に

お

い

て

把
握
さ

れ

る

根
拠
を

得
る

｡

ヘ

ー

ゲ

ル

哲
学
の

こ

の

側
面
を

発
展
さ

せ
､

遂
に

無
神
論

に

ま
で

到
達
し

た

の

が

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

学
派
で

あ
っ

た
｡

す
な

わ

ち
､

D
･

F
･

シ

ュ

ト

ラ

ウ
ス

は
､

『

イ
エ

ス

伝
+

(

一

八
三

五

年
)

に

お

い

て
､

ヘ

ー

ゲ

ル

哲
学
の

立

場
か

ら

福
音
書
を

歴
史
的
に

分

析

し
､

福
音
書
は

､

｢

メ

シ

ヤ

と

と

も

に

こ

れ

こ

れ
の

こ

と
が

起
こ

ら

ね

ば

な

ら

な
い

､

イ
エ

ス

は

メ

シ

ヤ

で

あ
っ

た
､

だ

か

ら
そ

れ

ら
の

こ

と

は

イ

(

B
)

エ

ス

と

と
も

に

起
こ

っ

た

で

あ

ろ

う
+

と
い

う
原
始
教
団
の

推
理

に

よ

る

も
の

で

あ

る
､

す
な

わ

ち

福
音
書
は

歴
史
的
記
述
で

は

な

く
､

ユ

ダ

ヤ

民

朋

族
の

渇
望
を

あ

ら

わ

す
｢

神
話
+

で

あ

る
､

と

論
証
し

た
｡

こ

の

シ

ュ

ト

ぷ

ラ

ウ

ス

の

福
音
書
の

神
話

形

成

論
に

た

い

し

て
､

B
･

バ

ウ
ァ

ー

は
､

同
じ

く

福
音
書
を

歴
史
的
に

分
析
す
る

こ

と

に

よ

り
､

福
音

書
は

共
観
福

音
史
家
の

創
作
に

よ

る

も
の

だ

と
し

､

さ

ら

に
､

キ

リ
ス

ト

教
の

諸
思
想

が

す
で

に

フ

ィ

ロ

ン

や
セ

ネ

カ

の

思
想
の

う
ち

に

準
備
さ

れ
て

い

た

こ

と

を

明
ら

か

に

す
る

こ

と
に

よ

り
､

古
代
世
界
の

う
ち
に

キ

リ

ス

ト

教
成
立

(

4
)

の

思
想
的
必

然
性
が

存
し
て

い

た
こ

と

を

論
証
し

ょ

う
と

し

た
｡

そ

し

て

最
後
に

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ブ

ハ

が
､

『

キ

リ

ス

ト

教
の

本

質
』

(

一

八

四
一

年
)

に

お
い

て
､

神
学
の

秘

密
が

人

間
学
に

あ

る

こ

と

を

論

証

し

た

と

き
､

ド

イ
ツ

風
想
史
に

お
い

て

無
神
論
は
は

じ

め
て

神
学
に

内
在
す
る

か

た

ち
で

理

論
化
さ

れ

る

に

い

た
っ

た
｡

ヘ

ー

ゲ
ル

の

｢

神
+

概
念
は

そ

も

そ

も
の

始
め
か

ら

無
神
論
に

ま
で

白

(

5
)

己
発
展
せ

ざ

る

を

え

な
い

よ

う
な

矛
盾
を

内
包
せ

る

も

の

で

あ
っ

た
｡

エ

ン

ゲ
ル

ス

は
､

｢

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

の

キ

リ

ス

ト

教

批

判
は

､

へ

1

ゲ

ル

に

よ
っ

て

基
礎
づ

け

ら

れ

た

思
弁
的
宗
教
論
に

た
い

す
る

必

然
的
な

補

(

6
)

充
で

あ

る
+

と

述
べ

て

い

る
｡

マ

ル

ク

ス

が

｢

神
の

展
開
の

仕
事
+

と
い

う
場
合

､

そ

の

｢

神
+

は

す

で

に

彼
が

以

前
信
じ
て

い

た

よ

う
な

天
空
に

あ

る

超

越
神
で

は

な

く
､

ヘ

ー

ゲ

ル

に

よ

り

天
空
か

ら

地

上
に

引
き

ず
り

お

と

さ

れ

た

｢

神
+

で

あ
っ

た
｡

そ
の

｢

神
+

は
､

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ブ

ハ

が
ヘ

ー

ゲ
ル

の

｢

神
+

概
念

に

つ

い

て

述
べ

て

い

る
よ

う
に

､

｢

自
分
自
身
に

矛

盾
せ

る

神
､

無

神

論

(

7
)

的
な

神
+

で

あ
っ

た
｡

マ

ル

ク

ス

に

お
い

て
､

こ

の

ヘ

ー

ゲ
ル

的
｢

神
+

概
念
か

ら

無
神
論
へ

の

移
行
が

此

厳
的
容
易
に

な

さ
れ

た
で

あ

ろ

う
こ

と

栃

晰

ザ
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+

印

`事

は

想
像
に

か

た

く

な
い

｡

マ

ル

ク

ス

が

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
に

強
く

影
響
さ

れ

た

と
き

､

彼
は

す
で

に

青

年
ヘ

ー

ゲ
ル

学
徒
た

ち

と

共
に

無
神
論

へ

む
か

っ

て

そ

の

第
一

歩
を

踏
み

出
し
て

い

た

の

で

あ

る
｡

(

1
)

G
.

弓
.

句
.

H
e

g
2
-

‥

春
山

碧
ヨ

礼

笥

b
声
申

訂
り

竜
已
♪

E

記
t

e
→

→
e

羊

∽
t

已
t

笥
ユ

ー

諾
¢

)

S

.
N

0
〇

.

松

村
一

人

訳

『

小

論

理

学
』

岩

波

文

庫
､

上

巻
､

二

五

七

頁
｡

(

2
)

叶

訂

チ
S

S
.

合
い

汁

邦
訳

､

同

上

書
､

下

巻
､

一

八
三

1
四

頁
｡

(

3
)

P

句
.

∽
t

昌

宏
払

‥

b
e

ト

&

…
㍉
内
レ

き

内
寸

琵
琶
計

訂

弓
訂

誉
叶

-

阜

A
仁

P
l

→
声

望
ロ

g
e

n

-

∞

蓋
-

B
d

.
H

､

S
･

窒
･

(

4
)

こ

の

点
に

か

ん

し
て

B
･

バ

ウ

ァ

ー

は

多
く
の

論

文
を

書
い

て

い

る
｡

代

表

的

論
文

は
､

内
す

芝
計

丸

笥

等

§
慧

ぎ
Q

訂
さ

Q

箪
q

已
Q

打
払

軋

笥

畜
営
官

誉
1

§
乱

計
h

旨
ぎ
→

…

箪
い

田
町

口

早
P
e

首
N

好
}

00

皇
こ

(

5
)

ヘ

ー

ゲ
ル

哲
学
に

お

け
る

こ

の

香
定

面

を

強

調

し

た

B
･

バ

ウ

ア

ー

は
､

ヘ

ー

ゲ
ル

哲

学
に

お

い

て

す
で

に

｢

宗

教
の

崩

壊
+

が

み

ら
れ

る

と

し

て
､

ヘ

ー

ゲ
ル

を

｢

無

神

論

者
､

反
キ

リ

ス

ト

教

徒
+

と

ま
で

呼
ん

で

い

る

(

申

出
巴
ト

e

コ
b
吋

n

h

廿

岩

§
内

乱

琵

盲
→

石
亀

3

q

笥
音
更
h

監
笥

出
金
乳

計
さ

ヒ
訂
叫

監

3

§
軋

ゝ

邑
旨

ぎ
訂
訂
声

由
…

S
叶
中

ヨ
已
g

∋
､

P
e

首
巴
g

-

∞
上

戸
-

ロ
‥

b
訂

出
遥
乳

旨

訂

ト

音
賢
一

P

岳
･

粥
e

弓

旨
-

t

戸

e

旨
的
e
-

e

旨
t

三
日

田
･

F
ひ

皇
声
∽
t

已
t

笥
±
T

ロ

巳

C
p

ロ

ロ
∽
t

賢
t

-

漂
N

-

S

S

J
N

い

鞄
.

戸

S

+
∞

〇
･

)

｡

な
お

､

ヘ

ー

ゲ
ル

か

ら
､

青

年
ヘ

ー

ゲ
ル

学

派
に

か

け

て

の

無

神

論

形

成
に

か

ん

す
る

最

近
の

研

究

と

し
て

は

左

記
の

文

献
参
照

｡

G
.

呂
.

.

冒
.

C
O
t

t

訂

コ

ト
､

已

監
訂
ヨ
中

丸

g

駕
官

営

b

旨
､ヾ

卓

完
叫

Q

ヨ
慧

莞
切

監
思

～

罠
→

S
ぷ

勺

寛
-

仏

-

漂
¢

･

ナ

G
e

空
F

P

乙
t

‥

旨
㌻
謀
計

§
札

内
旨

訂
邑

蚤
♪

払

ぎ
無

芸

蔓ヽ

Q

筏
Q

訂
Q

打
払

計
1

社
名
乳

旨

訂
さ

哲
計

已
爪

叫

さ

軒
さ

･

訂
ぎ
3
h

巴
Q

-

h

監
p

呂
辞

n
O

F
e

ロ

ー

心

示
い

.

H

S
t

仁

打
e

‥
b
辞
中

訂

篭
+

首
叶

恥

丸

笥

叫

ぎ
へ

一

転
串
乱
叫

3
N

g
l

:

-

よ
7

賀
買
已
叶

Q
､

ど
さ
屯

計
→

七
声
申

訂
篭

+

首
叫

屯

｡

ひ
弛

れ

計
さ

･

訂
J

遥
訂
笥

ぎ
莞
∋

ま

串
丸

乱

3
寸

ヨ
H

､､

買

§
r

姿
聖
‥
已
叶

亀

3
.
S
t

已
t

的
P

ユ
ー

心

示
い

.

(

6
)

句
.

E
ロ

g
e
-

賢

哲
訂
S
→

毒

§
乱

軋

訂

空
っ

～

さ
ひ

弓

§
苧

守
各
卸

丸

琵

莞
事

実
へ

代

言

知

昌
告
が

.Q
己
莞
→

h

g
Q

訂

篭
屯

箋
r

缶
内

ヽ
1

乳
恥

b
声

已
?

功

名
訂
平

J
e

首
N
-

g

-

∞

長
-

n
‥

b

さ
円

q

卜
一

Ⅰ

ふ
∽

･

N

N

∽

･

『

キ

リ

ス

ト

教

の

本

質
』

(

一

八

四
一

年
)

で

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

が

証

明
せ

ん
と

し
た

の

は
､

｢

神
の

本

質
の

私

密
は

人

間
の

本

質

で

あ

る
+

と
い

う
こ

と

で

あ
っ

た
｡

と
こ

ろ
で

､

エ

ン

ゲ
ル

ス

は
､

す
で

に
一

八
三

九

年
､

F
･

グ

レ

ー

バ

ー

ヘ

の

手

紙
で

､

｢

人

間
と

神
と

は
､

本

質
か

ら
い

う
と

､

同
一

で

あ

る
+

と
い

う
こ

と

が

｢

ヘ

ー

ゲ
ル

の

基
本

原

理
+

で

あ

る

(

』

さ
円

Q

卜
〉

H

-

N
)

∽
●

小

鼓
･)

､

と

述

べ

て

い

る
｡

(

7
)

J
.

句
①

話
芸
p

旨
‥

Q
す

§
丸

邑
訂
高

札

笥

b
辞
叶

訂
Q

+

首
訂

計
→

N

苧

ぎ
→

さ
こ
n
‥

内
～

軋

莞

b
辞
叫

訂

旨
ト

音
訂
Q

訂

哲
ぎ

さ
3
∵ .

F

諾
甲
d

d
ロ

呂
･

G
.

｢
戸
口
的
e

}

J
e

首
已
g

-

設
○

､

S
.

-

N

い

.
植

村

晋
六

訳

『

将

来

の

哲

学
の

根

本

命
題
』

岩

波

文

庫
､

八

三

頁
｡

三

一

八
三

〇
年
代
の

後
半
か

ら

四

〇
年
代
の

は

じ

め

に

か

け
て

､

B
･

バ

▲7

ウ

ア

ー

を
は

じ

め
と

す
る

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

学
徒
は

キ

リ
ス

ト

教
の

漁
流
を

㍊
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歴
史
的
に

批
判

､

研
究
す
る

と
い

う
仕
事
に

立

ち

向
っ

て

い

た
｡

そ

れ

と

関
連
し

て

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

学
徒
の

あ

い

だ

で

は

古
代
哲
学
史
が

盛
ん

に

研

(

1
)

究
さ

れ

て

い

た
｡

マ

ル

ク

ス

も
ま

た
エ

ピ

ク

ロ

ス

主
義

､

ス

ト

ア

主
義

､

懐
疑
論
哲
学
の

歴
史
に

か

ん

し
て

研
究
を

は

じ

め
､

一

八
三

九

年
か

ら
一

年
余
に

わ

た

り

大
部
の

研
究
ノ

ー

ト

を

作
成
し

､

一

八

四
一

年
に

は
､

彼

の

学
位
論
文

『

デ
モ

ク

リ
ト

ス

と
エ

ピ

ク

ロ

ス

と
の

自
然
哲
学
の

差
異
』

(

以

下

『

学

位

論

文
』

と

略

記
)

を

書
き

あ

げ

て

い

る
｡

従

来
の

『

学
位
論
文
』

研
究
の

多
く
は

､

マ

ル

ク

ス

を

は

じ
め

か

ら
の

無
神
論
者
と

み

な

し
て

い

る

た

め

に
､

彼
の

思
想
形
成
史
に

お

い

て

こ

の

論
文
の

も
つ

宗
教
批
判
の

意
義
を

不

当
に

軽
視
し

て

い

る
｡

そ
れ

ら

研
究

の

多
く

は
､

マ

ル

ク

ス

が

こ

の

論
文
で

問
題
と

し

て

い

る

の

は

哲
学
と

現

実
と

の

関
連
で

あ

る

と

し
て

､

そ

こ

に

考
察
の

中
心

点
を

お
い

て

い

る
｡

そ

れ

は

『

学
位
論
文
』

本
文
の

後
に

マ

ル

ク

ス

が

付
し

た

『

注
解
』

を

み

る

か

ぎ

り

に

お
い

て

は
正

し
い

と

い

え

る
｡

し

か

し

な

が

ら
､

『

注

解
』

の

も
つ

意
義
だ

け

を
一

面
的
に

強
調
す
る

こ

と

に

よ

り
､

こ

の

論
文
が

全

体
と

し

て

も
っ

て

い

る

基
本
的
な

意
義
を

軽
視
し

て

し

ま

う
こ

と

は
､

正

し
い

と

は
い

え

な
い

｡

こ

の

『

学
位
論
文
』

は
､

青
年
ヘ

ー

ゲ
ル

学
派
の

宗
教
批
判
の

一

環
と

し
て

書
か

れ

た

も
の

で

あ

り
､

マ

ル

ク

ス

個
人
の

思

想
形
成
史
の

う
え

か

ら

み

れ

ば
､

彼
に

お

け
る

無
神
論
的
立

場
の

確
立

､

(

2
)

人

間
主
義
へ

の

移
行
を

示

す
も
の

で

あ
る

｡

以
下

本
稿
に

お
い

て

は
､

さ

し
あ

た

り

分
析
視
角
を
こ

の

点
に

限
定
し

て
､

『

学
位
論

文
』

に

お

け

る

マ

ル

ク

ス

の

宗

教
批
判
の

あ

り

方
を

考
察
す
る

｡

ま

ず
序
言
に

お
い

て

マ

ル

ク

ス

は
､

｢

率
直
に

い

え

ば
､

私

は

す
べ

て

の

神
々

に

憎
悪
を
い

だ

く
L

と
い

う
プ
ロ

メ

テ
ウ
ス

の

言

葉
を

引
用
し

､

門
学
の

宗
教
的
取
り

扱
い

に

反
対

し

て

い

る
｡

そ

し

て
､

｢

プ

ロ

メ

テ

ウ

ス

こ

そ
､

折
口

学
史
の

う
ち
で

､

最

旦
口

同

貴
な

聖
者
で

あ

り

殉

教
者
で

あ

(

3
)

る
+

と

評

価
し
て

､

神
の

立
場
で

は

な

く
､

人

間
の

立

場
こ

そ

哲
学
固

有

の

立

場
で

あ

る

と

主
張
す
る

｡

第
一

部
｢

デ
モ

ク

リ

ト

ス

の

白
然
哲
学
と
エ

ピ

ク
ロ

ス

の

自
然
哲
学
と

の
一

般
的
差
異
+

に

お

い

て
､

マ

ル

ク

ス

が

特
に

強
調
し

て

い

る

の

は
､

必

然
性
を

制
御
す
る

原
理

と

し
て

の

エ

ピ

ク

ロ

ス

哲

学
に

お

け

る

｢

偶

然
+

概
念
で

あ

る
｡

｢

偶
然
+

概
念
を

分

析
し

た

結
果

､

マ

ル

ク

ス

は

第

一

部
の

結
論
と

し
て

､

｢

す
べ

て

の

も
の

は

宿
命
に

よ
っ

て

生

起

す
る

と

考
え

る

よ

う
な

哲
学
か

ら

何
の

得
る

と
こ

ろ

が

あ

ろ

う
か

､

･
･
‥

エ

ピ

ク

ロ

ス

に

よ
っ

て

わ

れ

わ
れ

は

救
わ

れ
､

自
由
の

境
涯
に

身
を

置
く

七

う
に

(

1
)

な
っ

た
の

で

あ

る
+

と
い

う
フ
ェ

レ

イ

ウ
ス

の

言
葉
に

同
感
を

示

し
､

人

間
の

白

由
を

保
証
す
る

と
い

う
点
に

お
い

て
､

｢

偶
然
+

を

原
理

と

す
る

エ

ピ

ク

ロ

ス

哲
学
の

は

う
が

､

人
間
を

必

然
の

絆
に

結
び

つ

け
る

デ
モ

ク

リ

ト
ス

哲
学
よ

り

も

優
れ

て

い

る
､

と

評
価
し
て

い

る
｡

第
二

部
｢

デ
モ

ク

リ
ト

ス

の

自
然
哲
学
と
エ

ピ

ク

ロ

ス

の

自
然
哲
学
と

の

個
別
的

差
異
+

に

お
い

て
､

マ

ル

ク

ス

が

重

要
視
す
る
の

は
､

エ

ピ

ク

ロ

ス

哲
学
に

お

け

る

｢

ア

ト
ム

の

直
線
か

ら

の

逸
脱

(

D
e

E
旨
巳
ど
ロ
)

+

と
い

う
概
念
で

あ

る
｡

マ

ル

ク

ス

に

よ

れ

ば
､

虚
空
に

お

け

る
ア

ト
ム

の

運
動
に

お
い

て
､

｢

逸
脱
は

運
命
の

連
鎖
を

破
る
+

も
の

で

あ

り
､

｢

反
抗

(

5
)

し

抵
抗
し

う
る

或
る

も
の
+

で

あ

る
｡

エ

ピ

ク

ロ

ス

の

自
由
原
理

､

神
否

定
の

原
理

は
､

こ

の

よ

う
に

基
本
的
に

は
､

｢

純
粋
な

個
体
の

概
念
+

で

あ

る

ア

ト
ム

論
に

お

け

る

｢

ア

ト
ム

の

直
線
か

ら
の

逸
脱
+

と
い

う
概
念
に

も

と
づ

い

て

い

る
｡

マ

ル

ク

ス

は
こ

れ

を

｢

自
己

意

識
+

と

関
連
つ

け
､

2 3 8
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｢

自
己

意
識
の

絶
対

性
､

並
び

に

白
由
こ

そ

は
エ

ピ

ク
ロ

ス

哲
学
の

原
理

へ

6
)

(

7
)

で

あ

る
+

と

述
べ

て

い

る
｡

そ

し

て

現
存
す
る

第
二

部
の

結
論
部
分
に

お

い

て

マ

ル

ク

ス

は

再
び

｢

序
言
+

の

テ

ー

マ

に

も

ど

り
､

｢

地

上

の

人
々

の

生

活
が

宗
教
の

重

荷
に

び

し
が

れ
､

神
が

天
上
の

高
み

か

ら

人
々

を

脅

か

し

て

い

た

と

き
､

あ

え
て

び

と

り
の

ギ

リ
シ

ャ

人

が

は

じ

め
て

こ

れ

に

彼
の

人

間
的
な

眼
を

向
け

､

最
初
の

者
と

し
て

反
抗
し

た
+

と
い

う
ル

ク

レ

テ
ィ

ウ
ス

の

詩
を

引
用
し
､

｢

エ

ピ

ク

ロ

ス

こ

そ

は

最
も

偉
大

な

ギ

リ

(

8
)

シ

ャ

の

啓
蒙
家
で

あ

る
+

と

し
て

､

人

間
の

解
放
者
エ

ピ

ク
ロ

ス

に

賛
辞

を
呈

し
て

い

る
｡

以

上
の

本
文
部
分
に

た
い

し

｢

付
論
+

に

お

い

て
､

マ

ル

ク

ス

は

さ

ら

に

｢

神
の

存
在
に

か

ん

す
る

証
明
+

に

つ

い

て

論
じ
て

い

る
｡

彼
に

よ

れ

ば
､

｢

神
の

存
在
に

か

ん

す
る

証
明

は
､

空
虚
な
ト

ー

ト

ロ

ギ
一

に

す

ぎ

な
い

+

か
､

さ

も
な

け

れ

ば
､

｢

本

質
的
な

人

間
の

自
己

意
識
の

存
在
に

(

9
)

か
ん

す
る

証
明

､

そ

の

論
理

的
説
明

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

+

｢

真
実
の

証
明

は

逆
に

次
の

如
く
い

わ

れ

ね

ば

な

ら

ぬ

で

あ

ろ

う
､

『

都
合
よ

く

自
然

が

で

き
て

い

な
い

の

で

神
が

存
在
す
る

､

』

『

理

性
的
で

な
い

世
界
が

あ

る

か

ら

神
が

存
在
す
る

､

』

『

思
想
が

な
い

か

ら

神
が

存
在
す

る
｡

』

し

か

し

こ

の

こ

と

は
､

世
掛
か

肘
掛

恰
吋
㌣

か

㌣

紆
少

で

か
か
か
か
い

肘
掛

掛
吋

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

で

あ

る

と

思
う
人
に

と
っ

て

は
､

神
が

存
在
す
る

と
い

う
以

外
に

何
を

意

､

､

､

､

､

､

､

､

､

､

､

､

､

､

,

､

(

10
)

味
し

ょ

う
か

｡

す
な

わ

ち

非
理

性
こ

そ

神
の

定
在
で

あ

る
｡

+

以

上

考
察
し
て

き

た
よ

う
に

こ

の

『

学

位

論

文
』

の

中

心

的

テ
ー

マ

は
､

宗
教
的
必

然
論
に

た
い

す
る

人

間
の

抵
抗
の

可

能
性
で

あ

り
､

必

然

論
､

決
定
論

､

運
命
論
に

た
い

す
る

人

間
の

自
主
性

､

行
動
性
の

賛
美
で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
に

み

る

と

き
､

『

学
位
論
文
』

は
､

当

時
の

青

年
へ

ー

‡●

ゲ
ル

学
派
の

宗
教
批
判
の

一

環
と

し

て

書
か

れ
､

マ

ル

ク

ス

個
人
の

思
想

形
成

史
の

う
え
か

ら
み

れ

ば
､

そ

れ

が

彼
に

お

け

る

無
神
論

､

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

の

確
立
を

示
す
も
の

で

あ
っ

た

と

評
価
で

き
よ

う
｡

(

1
)

そ

れ

は

ま
た

､

オ

イ
ゼ

ル

マ

ン

が

述
べ

て

い

る

よ

う

に
､

｢

自

己

意

識
の

哲
学
+

の

漁

流
を

さ

ぐ

る

と
い

う

意
味

を

も

持
っ

て

い

た

(

T
･

芦

○

欝
e

七

三
a

買

◎
○
勺

≡
p
O

悪

賢
e

骨
岩
O
C

O

甘

≡
芸

名
宍
冨
E

ぎ

三
〇
C

宍

監
-

芸
N

､

n

T

p

.
い

ゃ

森

宏
一

訳

『

マ

ル

ク

ス

主

義
哲
学
の

形

成
』

第
一

部
､

致
草
書

房
､

一

九
六

四

年
､

五

七

頁
､

参

照
)

｡

(

2
)

こ

の

点

が

な

ぜ

重

要
か

と
い

え

ば
､

こ

の

よ

う
に

理

解

す
る

こ

と

に

ょ

っ

て

は

じ

め
て

､

『

学

位

論
文
』

が

同

じ
一

八

四
一

年

に

出

版
さ

れ

た

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

の

『

キ

リ

ス

ト

教
の

本

質
』

と

思

想

的
に

密

接
な

関

連

が

あ

る

こ

と
が

痙
解
で

き

る

し
､

ま

た
フ

ォ

イ
エ

ル

バ

γ

ハ

を

媒

介
に

し

た

そ
の

後
の

マ

ル

ク

ス

の

思

想
的

発

展

を

正

し

く

把

握

す
る

こ

と

が

可

能
と

な

る

か

ら
で

あ
る

｡

『

学
位

論
文
』

を

無

神

論

宣

言

と

し
て

み

る

視
点

が
､

従

来
の

研

究
か

ら

生

じ

難
い

も
の

で

あ
っ

た

理

由
は

､

そ

れ

ら

研

究
が

､

マ

ル

ク

ス

の

思

想

的

出

発
点

を
こ

の

『

学

位

論

文
』

に

求

め
､

彼
を

は

じ

め

か

ら
の

無

神

論
者
に

仕
立

て

あ

げ
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

こ

の

論

文

の

も
つ

宗
教

批

判
の

意
義
を

軽

視
し

て

し

ま
っ

た
か

ら
で

あ
る

｡

(

3
)

転
L

m
り

Q

ト
ー

H

⊥
丁
-

〉

S
･

-

〇
･

(

4
)

軋

g

チ

S
･

N

N
･

(

5
)

軋

g

㌣

叩

N

∞
一

(

6
)

賢
乱
:

S
･

ご
･

(

7
)

こ

の

引

用
文

か

ら

も

知

ら
れ

る

よ

う
に

マ

ル

ク

ス

の

エ

ビ

ク

ロ

2 3 9
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ス

解

釈

は
､

基

本

的
に

は
､

青

年
ヘ

ー

ゲ

ル

学

派
の

｢

自

己

意

識
の

哲

学
+

の

立

場
か

ら

な
さ

れ

て

い

る
｡

し

か

し

な
が

ら
､

マ

ル

ク

ス

の

こ

の

エ

ピ

ク

ロ

ス

評

価
か

ら

直
ち

に
､

当

時
の

彼
の

思

想
が

全

面

的
に

｢

自

己

意
識
の

哲
学
+

の

立

場
に

た

つ

も
の

で

あ

る

と

結

論
す

る

こ

と

は
で

き

な
い

｡

こ

の

よ

う
な

結

論
は

次
の

よ

う

な

疑
問

を
生

ぜ

し

め

る
｡

｢

『

自

己

意

識
の

哲

学
』

は

む

し

ろ

個

体
の

内

的

自

由
の

哲
学
で

あ
っ

て
､

そ

れ

自
体

が

無

媒
介
に

民

衆

や

貧

民
の

立

場
に

連

る

と

ほ

思
わ

れ

な
い

の

で

あ
っ

て
､

従

来
の

初
期
マ

ル

ク

ス

研

究
の

盲
点
の

一

つ

は
､

実
に

学

位
論
文

と

そ

れ

以

後
の

マ

ル

ク

ス

の

立

場

と
の

関

連
が

不

問
に

付
さ

れ

て

い

る

と
こ

ろ

に

あ

る

と

私

は

考

え

る
+

(

古

賀

英
三

郎

｢

カ

ー

ル

･

マ

ル

ク

ス

+

『

一

橋
論
叢
』

四

七

巻

四

号
､

七
二

ペ

ー

ジ
)
｡

マ

ル

ク

ス

の

全

生

涯
の

思

想

の

う

ち

で
､

個
体

絶

対

視
の

思

想
が

み

ら

れ

る

の

は
､

こ

の

時
期
だ

け
で

あ
る

｡

そ
れ

故
､

こ

の

時
期
の

思
想

を

も
っ

て

マ

ル

ク

ス

の

思

想

的

出

発
点

と

み

る

従

来
の

研

究

視
点

か

ら

す
れ

ば
､

上

述
の

よ

う

な

疑
問
が

出

て

く
る

の

は

当

然
で

あ

る
｡

私

は
､

前

稿
で

､

初

期
マ

ル

ク

ス

の

思

想

形

成

史
を

『

学

位

論
文
』

か

ら

は

じ

め

ず
､

『

学

位

論

文
』

以

前

の

マ

ル

ク

ス

の

思

想
を

考
察
す

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

す
で

に

そ
こ

に

全

体

的

視
点

の

あ

る

こ

と

を

強

調

し
て

お

い

た
｡

個
体

的

存
在
を

常

に

全

体

的

存

在
と
の

関

連
に

お

い

て

み

る

と
い

う
立

場
は

､

マ

ル

ク

ス

の

思

想
を

一

貫
し

て

貴
く

も
の

で

あ

り
､

｢

自

己

意

識
の

哲

学
+

の

影

響
を

強
く

う
け

た
こ

の

時

期
に

お

い

て

も
､

こ

の

立

場
は

全

面

的
に

香

定
さ

れ

て

は

い

な
い

｡

彼
は

､

｢

準

備
ノ

ー

ト
+

に

お

い

て

も

『

学

位

論

文
』

本

文

中
に

お

い

て

も
､

｢

自
己

意

識

の

哲
学
+

の

主

観

主

義

的

偶
の

立

場
を

鋭
く

批

判

し

て

い

る

(

慧
り

q
ゝ
こ

T
T

-
､

∽
.

N

早

戸

叩
-

N

山
.

参

照
)

｡

す
な

わ

ち
､

マ

ル

ク

ス

は
､

主

体
の

自

由
を

保

証

す
る

と
い

う
点

で

は

｢

自

己

意
識
の

哲
学
+

の

立

場
に

俵

ヽ

拠

し

な
が

ら

も
､

そ
の

主

観

主

義

的

個
の

立

場
に

た

い

し

て

批
判
の

鋒

先
を

向

け
て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

理

論

的

矛

盾
を

解

決
す
る

た

め

に

は
､

｢

自
己

意

識
+

に

も

と

づ

く

｢

個
+

の

哲
学
に

代
っ

て
､

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

γ

ハ

の

｢

類
+

の

哲

学
が

必

要

と
さ

れ

て

い

た
｡

マ

ル

ク

ス

は
､

ギ
ユ

ム

ナ

ジ

ゥ

ム

時

代
に

お

け
る

全

体

的
人

間

観
､

お

よ

び

『

学

位
論
文
』

に

お

け

る

個
体

的

人

間

観
へ

の

疑
問
の

提
出
と

い

う
点

で
､

ま

さ

に
､

B
･

バ

ク

ァ

ー

ら
の

｢

自
己

意
識
の

哲
学
+

の

立

場
を
こ

え

て
､

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

の

類

意
識
の

哲
学

に

も

と

づ

く

全

体

的

人

間

観
へ

結
び

つ

く

萌
芽
を

蔵
し

て

い

た

の

で

あ

る
｡

な

お
､

こ

の

全

体

的

人

間

観
が

古

賀

氏
の

い

わ

ゆ

る

｢

民

衆

や

貧

民
の

立

場
+

に

い

か

に

結
び

つ

い

て

い

く
か

に

つ

い

て

は
､

富
沢

賢

治

｢

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

と

階

叔

闘

争
理

論
･

【
『

ラ

イ

ン

新

聞
』

時

代
の

マ

ル

ク

ス

に

お

け
る

両

者
の

論
理

連

関
+

『

二
橋

研

究
』

十
一

号

(

一

九

六

四

年
)

参

照
｡

(

8
)

b
呵

的
屯

ト
ー

H

⊥
⊥

}

00
一

㌍
.

(

9
)

㌫
軋

丸
J

S

S
一

∞

O

f
.

(

1 0
)

監
丸

早

S
･

∞
-

●

な
お

､

マ

ル

ク

ス

は
､

す
で

に
一

八
三

九

年
に

書

か

れ

た

｢

準

備
ノ

ー

ト
+

の

第
三

分

冊
に

お

い

て
､

人

間
が

そ
の

｢

永

遠

的

な

性

質
+

を

自

己
か

ら

排

除
し

て
､

そ

れ

を

神

と

し
て

礼

拝
し

て

い

る

と
い

う
こ

と
､

そ

れ

故
､

ま

た

従

来
神
の

述
語

と

し
て

み

ら

れ

て

き

た

｢

書
的

な
る

も

の

+

と

い

う

観
念
そ

れ

自

体
が

神
の

2 卓0

栃

ザ
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､

紳

や

正

体
で

あ

る

と
い

う
こ

と

を

指

摘
し

て

い

る

(
が

ま
乱

.

S
∽

.

〓
-

-
い

･

参
照
)

｡

こ

れ

は

フ

ォ

イ
エ

ル

パ

フ

ハ

の

『

キ

リ

ス

ト

教

の

本

質
』

の

基

本

的

構
想

と
一

致

す

る
｡

ま

と

め

マ

ル

ク

ス

の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

は

無
神
論

と

表

裏
一

体
を

な

し

て

い

る
｡

彼
の

無
神
論
は

｢

神
の

揚
棄
と

し

て

の

無
神

論
+

で

あ

る
｡

｢

神
の

揚
棄
+

と
は

､

｢

神
+

概
念
自
体
が

揚
棄
さ
れ

無
神
論
に

転
化
さ

れ

る

も

の

で

あ

る

こ

と

を

意
味
す
る

｡

こ

の

揚
棄
の

弁
証
法
的
過
程
は

､

マ

ル

ク

ス

個
人

に

お

け
る

無
神
論
形
成
の

過
程
を

ふ

く

め
て

､

ヘ

ー

ゲ
ル

か

ら
フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

に

い

た

る

前
世
紀
中

葉
の

ド

イ
ツ

無
神
論
形
成

史
の

う

ち
に

そ
の

典
型
例
を

見
い

だ

す
｡

マ

ル

ク

ス

の

無
神
論
の

成
立

過

程
に

は
､

イ
ギ

リ
ス

経
験
論
ヤ

フ

ラ

ン

ス

唯
物
論
か

ら
の

直
接
的
影
響
は

見
ら

れ

な
い

｡

本
稿
の

考
察
に

よ

り

明

ら
か

な

如
く

､

彼
の

無
神
論
は

､

ヘ

ー

ゲ
ル

宗
教
折
口

学
の

発
展
の

線
上

に

あ
る

も

の

と

見
ら

れ
る

｡

マ

ル

ク

ス

を

ふ

く

め
て

の

ド

イ

ツ

に

お

け
る

無

神
論
の

成
立

史
は

､

あ

た
か

も
キ

リ

ス

ト

教
白
身
の

な

か

か

ら
キ

リ

ス

ト

教
を

香
定
す
る

要
素
が

発
展
し

て

き

た

か

の

よ

う

な

外

見

を

呈

し

て

い

る
｡

こ

れ

を

も
っ

て
､

キ

リ

ス

ト

教
か

ら

無
神
論
へ

の

弁
証
法
的
発
展
と

解
す
る
こ

と

は

可
能
で

あ

ろ

う
か

｡

こ

れ

に

解

答
す
る
こ

と

は

本
稿
の

範

囲
内
で

は

で

き

な
い

｡

こ

こ

で

は

単
な

る

仮
説
と

し
て

次
の

こ

と

を

述
べ

て

お

く
に

と

ど

め

る
｡

人

類
の

科
学
的

知
識
の

発
展
に

無
関
心
で

あ

り

え

な
い

キ

リ
ス

ト

教
思

想
家
た

ち
は

キ

リ

ス

ト

教
思
想
の

内
容
を

多
少
な

り

と

も

唯
物
論
化
せ

ざ

る

を

え

な

く

な

る
｡

そ

し
て

そ
の

唯
物
論
的
内
容
が

キ

リ

ス

ト

教
信
仰
の

許
容
量
を

越
え

た

と

き
､

そ

れ
が

無
神
論
に

転
化
す
る

｡

こ

れ
が

､

カ

ン

ト
､

フ

ィ

ヒ

テ
､

へ

■
-

ゲ
ル

等
の

ド

イ

ツ

古
典
哲
学
に

お

け

る

宗
教
論
か

ら

青
年
へ

1

ゲ

ル

学

派
の

無
神
論
へ

の

発
展
が

示

す
一

つ

の

理

論
的
帰
結

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

若
き
マ

ル

ク

ス

の

『

学
位
論
文
』

は
､

ま

さ

に

こ

の

理

論
的
な

流
れ

の

な

か

で

書
か

れ

た

も
の

で

あ

り
､

こ

の

流
れ
の

な
か

に

位
置
づ

け
て

は

じ

め

て

正

当
に

評
価
で

き
る

モ

メ

ン

ト

を

持
つ

も
の

と
い

え

よ

う
｡

(

一

橋
大

学

大
学

院

学

生
)




