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第
三

部
会

エ

ル

ン

ス

ト
・

ト

レ

ル

チ

と

保

守
革
命小

　
柳

敦
　
史

　

本
発
表
で

は

保
守
革
命
論
の

代
表
者
と

目
さ
れ

る

0
・

シ
ュ

ペ

ン

グ

ラ

ー

の

『

西
洋
の

没
落
』

に

対
す
る
E
・

ト
レ

ル

チ

の

議
論
を
て

が

か

り
と

し

て
、

第
一

次
大
戦
後
の

ド
イ

ツ

思
想
界
に

広
ま
っ

た

保
守
革
命
的
言
説

と
、

ト
レ

ル

チ
の

歴

史
主

義
理

論
の

相
違
を

明
確

化
す
る

こ

と
を

試
み

た
。

具
体
的
に

は

『

西
洋
の

没
落
』

第
一

巻
と

第
二

巻

そ
れ

ぞ
れ
に

対
す

る

ト

レ

ル

チ

の

書
評、

お

よ

び

ト
レ

ル

チ

の

著
書

『

歴

史
主

義
と

そ
の

諸

問．
題
』

に

お

け
る
シ
ュ

ペ

ン

グ

ラ
ー

へ

の

言
及
の

内
容
を

確
認
し

た
上

で
、

『
歴
史
主

義
と

そ
の

諸
問
題
』

と

関
連

す
る

二

つ

の

論
文
か

ら

ト
レ

ル

チ

自

身
の

立

場
を

、

保

守
革
命
的
言
説
を

参
照

点
と
し

な
が

ら

明
ら
か

に

し
た

。

　
『

西

洋
の

没
落
』

は
一

九
一

八

年
に
第
一

巻、

一

九．
一
二

年
に

第
二

巻

が
出
版
さ
れ、

ト
レ

ル

チ
は

そ
れ
ぞ
れ

に

対
し

て

書
評
を
寄
せ

た
が、

二

つ

の

書
評
の

間
で

は

論
点
に

違
い

が

見
ら
れ

た
。

端
的
に

言
っ

て、

第
一

巻
へ

の

書
評
は

、

シ
ュ

ペ

ン

グ
ラ

ー

が

当
時
の

「

学
問
に

お

け
る

革
命
」

の
一

部
と
し
て

、

廉
史
叙
述
に

お

け
る

デ

ィ

レ

ッ

タ
ン

テ

ィ

ズ
ム

を
体
現

し
て

い

る
こ

と

の

長
所
と

短
所
が

指
摘
さ
れ

て

い

た
。

そ
れ
に

対
し、

第

二

巻
へ

の

書
評
で

は、

シ

ュ

ペ

ン

グ
ラ

ー

の

著
作
の

持
つ

政

治
的
含
意
に

目
が
向
け
ら
れ
て

い

る
の

で

あ
る

。

す
な
わ
ち

、

シ

ュ

ペ

ン

グ

ラ

ー

に
お

い

て

「

学
問
に

お

け
る

革
命
」

が
、

ヴ
ァ

イ
マ

ー

ル

共
和
国
の

民
主
主

義

に

対
す
る

保
守
革
命
と
一

体
と
な
っ

て

い

る

こ

と
へ

の

警
戒
心
が

あ
ら

わ

に

な
る

の

で

あ
る

。

　

こ

う
し

た

変
化
が

あ
る

と
い

う
事
実
は

、

た

と
え
ば

佐
藤
真
一

に

よ
っ

て

指
摘
さ

れ

て

い

た
。

し

か

し
本
発

表
に

お
い

て

注
目
し
た
の

は
、

『 、
西

洋
の

没
落
』

第
二

巻
に

保

守
革
命
的
言

説
が

見
い

だ
さ

れ

る

こ

と
は
、

単

に

時
代
状
況
の

推
移
と
い

う
外
的
要
因
に

よ
る

も
の

だ

け
で

は
な
い

と
い

う
ト

レ

ル

チ

の

分
析
で

あ
る

。

そ

れ

に

よ
れ
ば

、

デ

ィ

レ

ッ

タ

ン

ト

的
な

歴

史
の

取
り
扱
い

に

は
、

保
守
革
命
的

言
説
へ

と

向
か

い

う
る

、

内

的
な

要
因
が

あ
る

と
理

解
さ

れ
る

の

で

あ
る

。

　

ト

レ

ル

チ

は

論
文
「

歴

史
主

義
の

危

機
」

に

お

い

て
、

厳
密
さ
や

客
観

性
に

拘
泥
す
る

こ

と
な
く

「

総

合
」

に

従

事
す
る

デ

ィ

レ

ッ

タ

ン

ト
の

代

表
例
と
し

て

シ
ュ

ペ

ン

グ
ラ

ー

を

挙
げ
る

。

ト

レ

ル

チ

は

デ

ィ

レ

ッ

タ

ン

ト

的
な
歴

史
の

乱
用
が

、

歴

史
の

中
の

特

定
の

要
素
の

強
調
に

結
び
つ

く

危
険
性
を

感
じ
て

お

り
、

そ

れ
を

「

歴
史
主

義
の

危
機
」

に

対

す
る

止
し

い

克
服
手

段
だ
と
認
め

る

こ

と
は

で

き
な
か
っ

た
。

　

歴

史
的
思

考
は
特

定
の

個
別
的
な
歴
史
と
そ

こ

に

根
拠
を
持
つ

排
他
的

な

共
同
体

形
成
に

向
か
う
の

で

は

な
く、

多
元
的
な
共

同
体
形
成
を

支
持

す
る

も
の

で

あ
る

こ

と
が
「

歴

史
の

真
理
の

偶
然

性
」

と
い

う
論
文
に

お

い

て

主
張
さ
れ
て

い

る
。

絶
対
的
な
真
理
を
主
張
し

得
な
い

中

間
時
に

生

き
る

歴
史
的
存
在
者
を

、

多
様
な
歴
史
的
諸
連
関
の

総

合
と
し
て

理

解
す

る

考
え
方
を
ト
レ

ル

チ
は

「

個
別
性
の

理
念
」

と

呼
ぶ

が、

そ
の

歴

史
的

多
様
性
は
、

現
在
的
な
観
点
か
ら
見
る

と
人
類
と

個
人
の

間
の

中

間
領
域

に

お
け
る

共
同
体
の

多
元
性
と

し
て

現
れ
て

い

る
。

ト
レ

ル

チ

の

理

解
で

は
、

公
正

な
歴
史
的
思
考
に

よ

っ

て、

個
別
的
な
歴
史

的
存
在

者
が

帯
び
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る

多
元
性
が

正

当
に

捉
え
ら
れ

る

の

で

あ
り、

様
々

な

レ

ベ

ル

の

共
同
体

の

意
味
が
承
認
さ
れ
る

。

そ
う
で

あ
る

と

す
る

な
ら

ば
、

厳
密
な
歴

史
研

究
の

手
続
き
を

放
棄
し、
、

歴
史
を
描
く
こ

と

を
詩
だ

と

言
い

放
つ

態
度
か

ら

は

恣
意
的
な
共
同
体
理
餠
な

い

し
共
同
体
形
成
が
導
か
れ

る

危
険
性
が

指
摘
さ
れ
う
る

だ
ろ

う
。

　
シ

ュ

ペ

ン

グ
ラ

ー

の

例
か
ら

確
認
さ
れ
る

の

は
、

ト

レ

ル

チ

に
と

っ

て

保
守
革
命
的
言
説
の

問
題

点
と

は、

歴

史
研
究
に
お
け
る

デ
ィ

レ

ッ

タ
ン

テ

ィ

ズ
ム

に

よ
っ

て

歴

史
の

範
囲
が

ナ
シ
ョ

ナ

ル

な
も
の

へ

と

限

定
さ

れ、

そ
の

結
果
と
し

て

現

在
の

歴
史
的
存
在
者
の

存
立

基
盤
と

し
て

ナ
シ

ョ

ナ
ル

な
共
同
体
の

み

が

強
調
さ
れ
る

事
態
で

あ
っ

た
。

そ
し
て

保
守
革

命
的
言

説
の

流
行
と

右
翼
勢
力
の

隆
盛
が
関
連
し
て

い

る

こ

と

が
理
解
さ

れ
る

に

つ

れ、

そ
れ

に

抗

す
る

た
め
に

は、

危
機
に

瀕
し
て

い

る
歴
史
主

義
か
ら
そ

の

良
き

も
の

を

救
い

出

す
必

要
性
が
よ
り
差
し
迫
っ

た

課
題
と

し
て

感
じ

ら
れ

た
の

で

は
な

い

だ
ろ

う
か

。

ト
レ

ル

チ

に

お

け
る

〈

文
化
史
〉

の

概
念

塩

　
濱

　
健

　
児

　
エ

ル

ン

ス

ト
・

ト
レ

ル

チ

は、

一

九

世
紀
後
半
か

ら
「

O
匱
紀
初
頭
に

か

け
て

活
躍
し

た

ド
イ

ツ

の

神
学
者
で

あ
る

が
、

そ

の

研
究
は

神
学
だ
け

に

と
ど

ま

ら
ず

、

宗
教
学、

宗

教

哲
学、

歴

史
哲

学、

倫

理

学
、

宗
教

史
、

精
神
史、

文
化
史、

宗
教
社
会
学
な
ど

広
範
で

多
岐
に

わ
た
っ

て

い

る
。

そ

の

な
か

で

彼
の

〈

文
化
史
〉

概
念
は

独
特
の

特
徴
を

も
ち、

彼
の

思

想
を

形
作
る

重
要
な
一

局
面
を

担
っ

て

い

る
。

本
発

表
で

は
、

こ

の

ト

レ

ル

チ

の

〈

文
化
史〉

概
念
を
明
ら
か
し
た
い

。

　
ト

レ

ル

チ

は

か
な
り
早
い

段

階
か
ら

〈

文
化
史
〉

を
み

ず
か

ら
の

歴

史

記
述
の

方
法
と

し
て

打
ち
出
し
て

い

る
が、

こ

の

〈
文

化
史
〉

は
、

現
代

に

お
い

て

流
行
し
て

い

る
よ

う
な

文
化
史
と

は
異
な
る

意
味
を

有
し

て

い

る
。

ま
た
、

か

つ

て
一

八
・
一

九

世

紀
頃
に

用
い

ら

れ
て

い

た

「

文

化

史
」

概
念
と

も
異
な
る
意

味
合
い

を
も
っ

て

い

る
。

い

ま
で

こ

そ
文
化
史

は

何
で

も
あ
り
の

状
況
と

化
し
て

い

る
が、

か
つ

て

「

文
化
史
」

は

い

わ

ゆ

る

高
尚
な
文
化
を
対
象
と
す
る

も
の

で

あ
っ

た
。

ト
レ

ル

チ

の

〈

文
化

史
〉

概
念
は
、

ブ
ル

ク

ハ

ル

ト
に

代
表
さ
れ
る

よ

う
な

「

文
化
史
」

に

近

い

も
の

で

は
あ
る
が、

そ
れ
と
は

ま
た
異
な
る

特

徴
を

帯
び
て

い

る
。

　
ト
レ

ル

チ
は

種
々

の

思

想
か
ら

影
響
を

受
け
な
が

ら

も、

そ

れ

ら

を

批

判
的
に

受
容
し
て

〈

文
化

史
〉

概
念
を

醸
成
し
て

い

っ

た
。

端
的
に

言
う

と
、

ト
レ

ル

チ
の

〈
文
化

史
〉

的
方
法
と
は、

さ
ま
ざ

ま
な

相
互

作
用
を

把

握
し、

複
雑
な
「

相
関

関
係
」

を

捉
え

る

手
法
で

あ
る

が
、

大
き

く

「

歴

史
学
的

方
法
」

と
「

杜
会
学
的

方
法
」

に

分
け
て

考
察
す
る
こ

と
が

で

き
る

。

「

歴

史
学
的
方
法
」

は
、

「

歴
史

学
的
批

判
」 、

「

類
推
」

、

「

相
関

関

係
」

と

い

う
三
つ

の

本

質
的
な
原
理
に

し
た
が

う
も
の

で

あ
り、

ト

レ

ル

チ
は

教
会
史
や

キ
リ

ス

ト

教
の

枠
内
だ

け
で

捉
え
て

い

こ

う
と

す
る

や

り
か

た

を
独

断
的
（
α
o
  身

日
国

口
ω

o
け）

で

あ
る
と

判

断
し、

よ

り
広
い

視

点
、

す
な
わ

ち

宗
教
史、
A

文
化
史
〉

と
い

う
枠
内
で

捉
え
て

い

こ

う
と

し
て

、

い

ま
ま
で

な
さ
れ
て

き
た

方
法
に

問
題
を

提
起
し

た
。

ト
レ

ル

チ

は

学
問
の

分
野
に

お
い

て

は
、

一

般
性
を
も
ち

、

す
べ

て

に

適
用
可
能
な

「

歴

史
学
的
方
法
」

を

適
用
す
る

こ

と

を
求
め

た
。

　
さ
ら
に、

ト
レ

ル

チ

は

「

歴

史
学
的

方
法
」

を

徹
底
し
て

い

く
際
に
、

そ

の

「

相

関
関

係
」

を

把

握
す
る

方
法
が
一

面

的
に

な
ら

な
い

よ

う
に
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