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で

あ
る
。

そ

の

立

場
に

立
つ

一

人

が
ジ
ャ

ン

セ

ニ

ウ

ス

（

一

五

八

五

−
一

六
三

八
）

で

あ
っ

た
。

「

純
粋
本

性
の

状
態
」

と
い

う
近

世
ス

コ

ラ

神
学

の
一

概
念
は

、

こ

の

時
代
に

人

間
が
い

か

に

理
解
さ

れ
て

い

た

の

か

人

間
は

本
質
的
に

超
越
に

開
か

れ

た

宗
教
的
存
在
な
の

か
、

そ
れ

と

も
自

然

的
次

元
に

自
足
す
る

存
在
な
の

か

　
　、

自
然
と
超

自
然
の

関
係
性
は

ど
の

よ

う
に

表
象
さ
れ

て

い

た
の

か
、

と
い

っ

た

問
題
群
に

関
わ
る

概
念

な
の

で

あ
る

。

神

学
的
後
衛
と
し
て
の

エ

ル

ン

ス

ト
・

ト

レ

ル

チ

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

小
柳
　
敦
史

　
一

九
八

〇

年
代
以
降

、

い

わ
ゆ

る

「

自

由
主

義
神
学
」

の

再．
評
価
が

進

み
、

そ

の

成
果
は

ド
イ

ツ

の

み

な

ら

ず
わ

が

国
で

も

相
当
程

度
認
知
さ
れ

て

き
て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ
る

。

そ
れ

に
伴
っ

て
、

「

自
由
主

義
神
学
」

か
ら

「

弁
証
法
神
学
」

へ

の

移
行
の

過
程
に

つ

い

て

も

見
直
し

が

な
さ
れ

て

き
た
。

弁
証
法
神
学
と

呼
ば
れ

て

き
た

神
学
運

動
（
の

特
に

初

期
V

の

担
い

手
に

つ

い

て
、

彼
ら

が

ヴ

ァ

イ
マ

ー

ル

期
ド
イ
ツ

の

知

的
世
界
に

登

場
し

た

「

前
衛
（
ア

ヴ

ァ

ン

ギ

ャ

ル

ド
）

」

、

あ
る

い

は
「

前

線
（
フ

ロ

ン

ト
）

世
代
」

の
｝

員
と
し
て、

「

表
現．・
王

義
」

的
な

宗
教
的
言

説
を

展
開
し

た
と
理

解
す
る
視
点
が

提
示
さ

れ

て

い

る
。

本
発
表
は

従
来
の

研
究
を
補

う
視
点
と
し

て

「

後
衛

霞
『

δ

話−
oq

舘
ユ
Φ

」

と

い

う
概
念
を

紹
介
し、

エ

ル

ン

ス

ト
・

ト
レ

ル

チ

を

例
に

そ

の

妥
当
性
を

検
討
す
る

も
の

で

あ
る

。

　
「

前

衛
」

が
元
々

は

最
前

線
を

切
り
開
く

部
隊
を

指
し
示

す
軍

事
用
語

で

あ
っ

た

（

そ
し
て
、

「

前
線
（
フ

ロ

ン

ト）
」

と
実

質
的
に

は
同
じ

意
味

を

持
つ
）

よ
う
に
、

「

後
衛
」

も
や

は

り
軍
事
用
語
で

あ
り

、

そ
れ
は
「

引

き

延
ば

し
戦
」

あ
る

い

は

「

撤
退

戦
」

を
戦

う
「

し
ん
が
り

」

の

部
隊
を

意
味
す
る

。

ウ

ィ

リ

ア

ム
・

マ

ル

ク
ス

や
ア

ン

ト

ワ

ー

ヌ
・

コ

ン

パ

ニ

ョ

ン

は
、

早
く
は
一

九
一

〇

年
代
に、

主
と

し

て

は
】

九
三

〇

年
以

降
の

文

学
者
や

思

想
家
の

中
に

自
ら
の

立

ち
位

置
を

「

後
衛
」

と

み

な
し
、

「

前

衛
」

か

ら
距
離
を
と
る

人
々

が

現
れ
る

こ

と

を
明
ら

か

に
し
た

。

そ
の

最

も

自
覚
的
な

姿
は

晩
年
の

ロ

ラ

ン
・

バ

ル

ト

に

認
め

ら

れ
る

。

彼
の

願
い

は

「

前
衛
の

後
衛
」

に

位
置
す
る

こ

と

だ
っ

た
。

バ

ル

ト
は

言

う
。

「

前

衛
で

あ
る

こ

と
、

そ
れ
は

何
が

死
ん

だ
の

か

を

知
っ

て

い

る

こ

と

で

す
。

後
衛
で

あ
る
こ

と
、

そ

れ
は

死
ん

だ

も
の

を
な

お

愛
す
る

こ

と

な
の

で

す
」

。

こ

う
し

て、

常
に

新
し
い

も
の

を
求
め
る

前
衛
と

共
に

古
い

も
の

の

死
を

看
取
り
な
が
ら

、

死
に

行
く
も
の

へ

の

愛
着
に

よ

り
、

前
衛
と
は

距
離
を

置
く
こ

と
に

な
る

「

後
衛
」

の

姿
が

明
ら

か

に

な
る

。

　
こ

の

よ

う
な
「

後
衛
」

の

位
置
に
、

カ

ー

ル
・

バ

ル

ト

ら

神
学
的
前
衛

た

ち
を

見
つ

め
る

ト
レ

ル

チ

を

置
く
こ

と
が

で

き
る

だ
ろ

う
。

若
き
ト
レ

ル

チ

は

「

宗
教

史
学

派
」

の
一

員
と
し

て
、

神
学
に

歴

史
的
方
法
を

全
面

的
に

導
入
す
る

こ

と
を
目

指
す
「

前
衛
」

で

あ
っ

た
が

、

第
一

次
世
界
大

戦
前
後
の

「

学

問
に

お

け
る

革
命
」

の

う
ね

り
を
目
の

当
た
り
に

し

て
、

歴

史
的

方
法
や

学
問
性
に

こ

だ
わ

る

こ

と
が

今
や

時
代
遅
れ
で

あ
る

こ

と

を

自
覚
す
る

。

「

我
々

の

学
問
的

営
為
に

お
い

て

は
と

て

も

多
く
の

も
の

が

生
気
を
失
い

慣
習
的
な

も
の

に
な

っ

て

し

ま
っ

て

い

て、

世

代
交
代
は

否
定
し

よ

う
が
な
い

。

し
か

し

な
が

ら
、

こ

の

交
代
は

厳
密
な

、

そ

し
て

本
来
的
に

秩
序
あ
り
実

証
的
で

あ
る

学
問
と
の

接
触
を
再
び
見
出

す
だ
ろ

う
し

見
出
さ
な
く
て

は
な
ら

な
い

と
、

私
は

信
じ、

か
つ

望
ん
で

い

る
。

」

（
両

ヨ゚
り

け

日

δ
Φ

津
ω

9層
豆
Φ

菊
Φ
く
o

冨
ほ

8
閂
コ

O

奠

白
尻
ω

Φ

磊
o
げ
9P

一
煢

閑
「

三
ω

島
 

Ω
Φ

ω

pBB

⊆
ω

Φq
国
ぴ
Φ

ゆ
匹

」
°。→
ψ
 

曾
ご

学
問
の

革
命
に

対
し

て

共
感
を
持
ち
つ

つ

も
、

実
証
的
な
学

問
、

旦
ハ

体
的
に
は

歴
史
的
方

法
を

204（926）
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手
放
す
こ

と

を
ト

レ

ル

チ
は

認
め

ら
れ

な
い

。

世
代
交
代
は

起
こ

り
、

学

問
は

更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、

そ
こ

に

は

断
絶
で

は

な

く
接
触

が
な
く
て
は

な
ら
な
い

と
い

う
の

で

あ
る

。

自
ら
が
前
衛
と

し
て

引
き
起

こ

し
た

戦
い

に

今
や
け
り
を

つ

け
、

次
な
る

前
衛
に

知
的
遺
産
を

引
き
継

こ

う
と

後
衛
戦
を
戦
う
ト
レ

ル

チ
の

姿
が
こ

こ

に
あ
る

。

　

以
上

、

ト

レ

ル

チ
の

後
衛
性
を

確
認
し
て

き
た
が、

「

後
衛
」

と
い

う

視
点
を
導
入
す
る

こ

と
の

本
来
の

目

的
は

前
衛
と
後
衛
を
対
比
す
る

こ

と

で

は

な
く

、

前
衛
と

い

う
視
点
だ

け
か
ら
は

見
え
て

こ

な
い

繊
細
な
歴

史

の

流
れ
を

解
き
ほ

ぐ
す
こ

と

で

あ
っ

た
。

そ
の

た
め
に

は
、

「

後
衛
」

と

い

う
視
点
が

ド
イ

ツ

の

宗
教
思
想
史
に

と
っ

て

も
有
意
味
な

も
の

で

あ
り

う
る

か

を
、

今
後
さ
ら

に

検
証
し
て

い

く
必
要
が
あ
る
だ

ろ

う
し
、

こ

う

し
た

検
証
に

よ

り、

ま
だ

端
緒
に

つ

い

た
ば

か
り
で

あ
る

「

後
衛
」

研
究

に

た
い

し

て

宗
教
思
想
史
の

側
か
ら

貢
献
す
る

こ

と

が
可
能
に

な
る

よ

う

に

思
わ
れ
る

。

テ

ィ

リ

ッ

ヒ

の

宗
教
社
会
主

義
思
想

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

宮
崎
　
直
美

　
テ

ィ

リ
ッ

ヒ

と

同
時
代
人
で

ワ

イ
マ

ー

ル

期
の

思
想
状
況
を
知
識

社
会

学
的
に

分
析
し

た
カ

ー

ル

・

マ

ン

ハ

イ
ム

の

『

イ
デ

オ
ロ

ギ

ー

と
ユ

ー

ト

ピ

ア
』

に

お

け
る

ユ

ー

ト

ピ

ア

論
を
用
い

て
、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

の

宗
教
社
会

主
義
思

想
を
ユ

ー

ト

ピ

ア

思

想
と
し
て

読
む

。

こ

れ
に
よ

り
、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

の

宗
教
社

会
主

義
思

想
の

社
会
主

義
思

想
に

お
け
る

特
徴
や
意
義
を

明

ら
か
に

す
る
こ

と
を
目

的
と

す
る

。

　
【

社
会
主

義
の

同
時
代
的
分
析】

マ

ン

ハ

イ

ム

は、

社

会
主

義
思
想
が

「

無
制

約
的
意
識
・

体
験
」

を
排
除
し

て
合

理
化
を
進
め
る

こ

と

に

よ
っ

て

「

ユ

ー

ト
ピ

ア

か

ら

科
学
へ

」

と

変
遷

し
て

き

た
と

分

析
す
る

。

ま

た
、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

も、

社

会
主

義
が

「

超
越
的
領
域
」

を
失
っ

て
、

資
本

主

義
経
済
・

科
学
・

技
術
を

中
核
と
し

た

無
限
の

発
展
を
信
じ
る
「

ブ

ル

ジ
ョ

ワ

原
理
」

を

引
き

継
い

で

い

る

と

指
摘
す
る

。

両
者
の

議
論
は
、

同

時
代
の

社
会
主
義
の

分
析
に

お
い

て
、

無
制
約
的
な
も
の

の

消
滅
に

力
点

を

置
い

て
い

る

点
で
一

致
す
る

。

た
だ

し、

マ

ン

ハ

イ

ム

の

分
析
が

、

内

在
領
域
の

社
会
学
的
分
析
で

あ
り
無
制
約
的
体
験
の

消
尽
に

焦
点
を
当
て

て

い

る

の

に

対
し
、

テ

ィ

リ

ッ

ヒ

は

超
越
的
領
域
の

不
在
を

積
極
的
に

批

判
し
て

い

る
点
で

両
者
は

大
き
く
異
な
る

。

　
【

テ

ィ

リ

ッ

ヒ

の

ユ

ー

ト
ピ

ア

論
一
】

［

カ

イ
ロ

ス
］

マ

ン

ハ

イ

ム

の

社

会
主
義
分
析
は
、

「

ユ

ー

ト

ピ

ア

か

ら
科
学
へ

」

と
い

う
変
化
を

指
摘

す

る

に
留
ま
っ

て

い

た

が
、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

の

宗
教
社
会
主

義
思
想
は
、

無
制

約
的
な
も
の

が
本
来
社
会
主

義
思
想
に

お
い

て

果
た

し

て

い

た

役
割
を

、

社
会
の

変
革
に
と

っ

て

必

要
不
可

欠
な
も
の

と
み

な
し、

「

カ

イ
ロ

ス
」

概
念
を

以
て
、

そ
れ

を
再
び
社

会
主

義
に

導
入
し
、

い

う
な

れ
ば

「

科
学

か

ら
再
び
ユ

ー

ト

ピ

ア
へ

」

と
い

う
運
動
を
目
指
し
た

も
の

で

あ
る

と

言

え
る

。

ま
た
、

マ

ン

ハ

イ
ム

の

指
摘
に

よ
る

と
、

社
会
主
義
思
想
は

自
ら

の

内
に

宿
す
革
命
の

意
識
を

排
除
し

て

き
た

。

し
か
し
、

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

の

カ

イ
ロ

ス

論
は
、

千
年
王

国
を

受
動
的
に
待
つ

の

で

は

な
く、

カ

イ
ロ

ス

意
識
の

な
か

で

む

し
ろ

主

体
的
に

人
間
が

好
機
に

対
応
し
た

自
由
な
行
動

を

取
る

と
い

う、

下
か
ら
の

契
機
と

、

上

か
ら

到
来
す
る
「

永
遠
的
な
も

の
」

が
一

致
す
る

瞬
間
を

描
い

た
。

ま
た
、

マ

ン

ハ

イ

ム

の

分
析
に
よ

る

と
、

社
会
主
義
は

「

革
命
的
衝
動
」

を
「

プ
ロ

レ

タ

リ
ア
ー

ト
の

革
命
的

行
動
」

に

見
出
し
て

い

た
。

こ

れ
に

対
し
て

テ

ィ

リ
ッ

ヒ

は
、

「

カ

イ
ロ

ス

の

意
識
」

を

「

群
集

ζ
器
器
」

に

見
出
し、

宗
教
社

会
主

義
の

担
い
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