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バ

ジ

ル

･

ウ
ィ

リ

ー

一

〇

年
あ

ま
り

前
､

あ

る

行
き
が

か

り
か

ら
テ
ニ

ソ

ン

の

語

法

に

つ

い

て

卒
業
論
文
を

書
き

､

卒
業
後
も
こ

の

詩
人
の

研
究
を

続

け

よ

う
か

ど

う
か

迷
っ

て

い

た

時
期
が

あ

る
｡

何
し

ろ
､

テ
ニ

ソ

ン

と
い

う

詩
人
ほ

ヴ
ィ

ク

ト

リ

ア

朝
の

偽

善
を

一

身
に

体

現

し

た
､

オ

ー

デ
ン

に

い

わ

せ

れ

ば

イ

ギ

リ

ス

詩
人

中
｢

最
も

ま

ぬ

け

な

詩
人
+

と
い

う
こ

と

に

な
っ

て

い

て
､

今
世

紀
の

大

抵
の

批
評

家

に

は

ひ

ど

く

評
判
が

悪
か
っ

た

の

で

あ
る

｡

ち
ょ

う

ど
そ

ん

な

時
期

に
､

バ

ジ

ル

･

ウ

ィ

リ

ー

(

出

邑
-

弓
ニ
ー

e

叫

一

八

九
七

-
)

の

『

続
十

九

世

紀
研

究
』

(
』

き
1

包

宅
訂
屯

訂

3
叶

計

9
邑
弓
増

築
空

転
訂
屯

一

九
五

六
)

の

中
の

テ

ニ

ソ

ン

論
を

読
み

､

感

心

し
て

､

や

は

り

そ

の

ま

ま
こ

の

詩
人

と
つ

き

あ
っ

て

行
こ

う
と

き

め
た

の

で

あ
っ

山

田

泰

司

た
｡

と
い

う
の

は
､

ウ

ィ

リ

ー

が

こ

の

論
の

中
で

､

テ
ニ

ソ

ン

を

時
代
に

対
し

て

疑
問
を

投
げ
か

け
た

真
筆
な

作
家

群
(

へ

A

G

岩
戸
匂

○
巾

H
O
n
e

賢

D
O
【

旨
t

e

誌
-

)

の

一

人

と
し

て

扱
い

､

時
代
と

か

か

わ

り

合
う
こ

の

詩
人
の

思

想

を
､

実
証

的
に

､

み

ご

と
に

解
明

し
て

見
せ

て

く
れ

た

こ

と
に

感
服

し
た

か

ら
で

あ

る
｡

こ

れ

に

刺

戟
さ

れ

て

ウ

ィ

リ

ー

の

他
の

著
作
を

も

読
む
に

及
び

､

こ

の

学
者
が

ま

す
ま

す

尊
敬
す
べ

き

存
在
と

映

ず
る

よ

う
に

な
っ

た
｡

ウ

ィ

リ

ー

は
一

八

九

六

年
七

月
二

五

日

に

生
れ

､

ロ

ン

ド
ン

の

ユ

ニ

プ
ア

ー

シ

テ

ィ

･

コ

レ

ッ

ジ
･

ス

ク

ー

ル

か

ら

奨
学
生

と

し

て

ケ

ン

ブ

リ

ジ

大

学
の

ピ

ー

タ

ー
ハ

ウ

ス

草
案
に

入
り

歴
史
を

専

攻
し

た
｡

在
学
中

､

第
一

次

大
戦
が

始
ま

り

歩
兵
将
校
と
し

て

従

軍
､

戦
後
復
学
し

､

一

九
二

〇

年
に

は

歴

史
の

優

等

卒

業

試

験

に
､

翌
ニ

ー

年
に

は

英
語
の

同
じ

試
験
に

､

い

ず
れ

も

首
席
に

な
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血
町

紳

叫

っ

た
｡

一

九
二

三

年
に

は

母

校
の

英
語

講
師
に

任
ぜ

ら

れ
､

一

九

三

五

年
ベ

ン

ブ

ル

ッ

ク

学

寮
の

特

別

研

究

員
に

選
ば

れ
､

一

九

四

六

年
に

は

ア

ー

サ

ー

･

ク

ゥ

イ

ラ

ク

ー

チ

の

あ

と

を

継
い

で

ケ

ン

ブ

リ

ジ

大

学

英
文

学
教
授
と

な

り
一

九

六

四

年
の

退
官

ま
で

そ

の

職
に

あ
っ

た
｡

主
な

著
作
と

し
て

ほ

『

十
七

世

紀
の

背

景
』

(

→
声
内

診
e

き
叶

悪
邑
計

9
邑

弓
空

也

莞
ざ
言

§
弘

一

九
三

四
)
､

『

十

八

世

紀
の

背
景
』

(

叫

ぎ

軸
首
監
監
声
へ

計

9
邑

弓
増

加

莞
首
1

蔓
さ
札

一

九
四

〇
)

､

『

十

九

世

紀
研

究
』

(

宅
ぎ

貧
血

邑
計

9
邑

弓
唱

染
ざ
軋
叫

琵
一

九
四

九
､

続

巻
一

九
五

六
)

､

『

キ

リ

ス

ト

教
､

過

去
と

現

在
』

(

9
3 .

邑
S
豊
､

旨
監

S
乱

守
申

完

邑

一

九

五

二
)

､

『

ダ
ー

ウ

ィ

ン

と
バ

ト

ラ

ー

･

進
化

論

の

二

解
釈
』

(

b

弓
琶

宮
中

邑
由

邑
等

㍉

づ

§

言
1

曽

3
h

阜
b
ぎ
Q
N

邑
叫

3

一

九
六

〇
)
､

『

イ

ギ

リ

ス

の

モ

ラ

リ

ス

ト

た

ち
』

(

叫
声
缶

内

虐
～

設
計

昏
言

～

訂
叶

払

一

九
六

四
)

な

ど

が

あ

る
｡

ウ

ィ

リ

ー

が

ケ

ン

ブ

リ

ジ

で

約
四

〇

年
間

講
じ

て

き

た

の

は
､

ほ

じ

め

は
一

七
･

八

世

紀
思

想
で

あ

り
､

の

ち

イ

ギ

リ

ス

の

モ

ラ

リ

ス

ト

に

つ

い

て

で

あ
っ

た
｡

こ

の

｢

イ

ギ

リ

ス

の

モ

ラ

リ

ス

ト
+

と
い

う

講
義
ほ

､

彼
の

前
任

教

授
で

あ
っ

た

ク

ゥ

イ

ラ

ク

ー

チ

の

発
案
で

､

一

九
二

七

年
､

B
･

A
･

の

学
位
を

得
る

た

め

の

英
語
優
等
試
験
(

t

F
e

E
n
g

-

-

旨

ゴ
首
｡
∽

)

の

う
ち
の

随
意
課
目

と

し

て

特
に

設
け

ら

れ

た

も

の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う

な

題
目
を

も

つ

講
義
が

歴
史
(

ま

た

は

哲
学
)

の

講
義
と

し

て

で

な

く
､

英
語

(

英

文
学
)

の

講
義
の

一

つ

と

し

て

設

け

ら

れ

た

こ

と

に

意

義
が

あ
っ

た
の

で

あ

る
｡

そ

れ

は

文

学
と

歴
史
と

は

切

り

離
す
こ

と
の

で

き

な
い

双

子
の

姉
妹
で

あ

り
､

文

学

作
品
ま

た

は

文

学
の

動
向

は

そ

の

歴
史
的

､

社
会

的
､

思

想
的

背
景
と

関

連
づ

け

な

け

れ

ば
､

決
し
て

十

分
に

理

解
で

き

な
い

も

の

で

あ

る

と
い

う

認

識
か

ら

設

け

ら
れ

た

も
の

で

あ
っ

た
｡

と
こ

ろ

が
､

今
日

で

は

当
り

前

と

思
わ

れ

る

こ

う

し
た

考
え

に

対
し

て
､

こ

の

講
義
が

始
め

ら

れ

た
一

九
二

〇

年
代
に

は
､

ま
だ

か

な

り

の

抵
抗
が

あ
っ

た

こ

と

を
､

ウ

ィ

リ

ー

は

近

著
『

イ

ギ

リ

ス

の

モ

ラ

リ

ス

ト

た

ち
』

の

序

文
の

中
で

述
べ

て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

当

時
は

ま
だ

芸

術

至
上

主

義
か

ら

完
全
に

は

抜
け

切
ら

な
い

時
代
で

あ

り
､

芸

術
で

あ

る

文

学
と

倫
理

思

想

と

を

結
び

つ

け

る

こ

と

は

心

得
違
い

で

あ

る

と

す

る

考
え

方
が

残
っ

て

い

た

た

め

に
､

こ

の

講
義
を

始
め

た

こ

ろ
､

ウ

ィ

リ

ー

は

弁
解
が

ま

し
い

態
度
を

と

な

ら

け
れ

ば

な

ら

な
か

っ

た

と

い

う
｡

し
か

し
､

そ

の

後
､

世

界
情
勢
の

変
化
と

と

も
に

､

心

理

学
や

社

会

科
学
が

新
た

な

発
展
を

と

げ
る

に

つ

れ

て
､

文

学

と
い

う
も
の

が

決
し

て

社

会
か

ら

孤
立
し

た

現

象
で

は

な

く
て

､

人

間
の

生
と

思

考
と

を

は

ぐ

く

む

精
神
的
風
土
の

産
物
で

あ

る

と

イ

⊥

見

な
さ

れ

る

よ

う

に

な
っ

た

結
果

､

文

学
の

講
義
の

一

部
と
し

て

舶
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い

わ

ゆ

る

思
想

史
(

へ

H
訂
什

○
→

叫

O
f

l

計
P
の

､

)

の

講
義
を

行
な

う
こ

と
が

次

第
に

不

自
然
と
は

感
ぜ

ら
れ

な

く

な
っ

た
､

と

彼
は

同

じ

序
文
の

中
で

述
べ

て

い

る
｡

彼
は

大

草
で

歴
史
と

文

学
を

学
び

､

そ

の

双

方
に

お

い

て

優
秀
な

成

績
を

お

さ

め

た

人
で

あ

る

か

ら
､

そ

の

よ

う

な

講
義
と

研

究
を

す
る

に

は

ま
こ

と

に

適
任
で

あ
っ

た

と
い

え

よ

う
｡

さ

て
､

思

想

史
に

つ

い

て

の

知
識
が

文

学
研

究
に

必

要
な

こ

と

は

認

め

る

に

し

て

も
､

思

想

史
の

中
で

も

特
に

倫
理

思

想

史
､

特

に

ウ

ィ

リ

ー

の

講
義
し

た
モ

ラ

リ

ス

ト

研

究
は

文

学
研

究
に

と
っ

て

ど
の

よ

う
な

意
義
を

も
っ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か
｡

こ

れ

に

つ

い

て

彼
は

次
の

よ

う
に

は

っ

き

り
と

述
べ

て

い

る
｡

｢

モ

ラ

リ

ス

ト

と
は

そ

の

時
代
の

道
徳
的
価
値
や

態
度
を

明

確
に

し

よ

う

と

努
め

た

著
作
家
た

ち
､

或
い

は

当

時
一

般
に

行

な

わ

れ

て

い

た

評
価
を

批
判
し

た

著
作
家
た

ち
で

あ

り
､

彼
ら

を

研
究
す
る

に

あ

た

っ

て

わ

れ

わ

れ

は

文

学
研

究
と

き
わ

め

て

密
接
な

関
係
の

あ

る

こ

と

を

や
っ

て

い

る

こ

と
に

な

る

の

で

あ

る
｡

‥

…
･

文

学

研
究
が

批
判

的
評
価
の

訓
練
を

提
供
す
る

限
り

に

お

い

て
､

そ

れ

は

｢

価
値
+

の

問
題
と

直

接
つ

な

が

る
｡

わ

れ

わ

れ

は

文

学
批
評
が

い

か

に

微
妙
に

か

つ

必

然
的
に

倫
理

的

仮
定

を

伴
う

も
の

で

あ

る

か

を

承

知
し
て

い

る

積
り

で

い

る
｡

し
か

し
､

も
し

わ

れ

わ

れ

が

文

学
的
判
断
が

し

ば

し

ば

見
せ

か

如

け
の

(

或
い

は

公

然
た

る
)

倫
理

的
判
断
で

あ

る

こ

と

を

認

め
る

な

ら
ば

､

ま

た

そ

れ

が

か

か

る

判
断
を

前
提
に

す

る

も
の

で

あ

る

こ

と

を

認
め

る

な

ら

ば
､

わ

れ

わ

れ

は

当

然
道

徳
的

観
念
の

本

質
及
び

そ

の

歴
史
を

探
求
す
べ

き

な

の

だ
｡

+

(

『

イ
ギ

リ

ス

の

モ

ラ

リ

ス

ト

た

ち
』

序
)

こ

う
し

た

研

究
を

意
義
あ

ら
し

め

る

事
情
が

も

う
一

つ

あ

る
｡

そ

れ

は

ウ

ィ

リ

ー

に

よ

れ

ば
､

科
学
研
究
に

お

い

て

ほ

勿
論

､

人

文

学

研
究
に

お

い

て

も

部
門
化

､

細
分

化

が

進
ん

だ

結
果

､

思

恕

の

世

界
を

全

体

的
に

把

握
す
る

こ

と

が

難
か

し

く

な
っ

て

き

て

い

る
｡

し
か

し
､

自
分
の

今
や
っ

て

い

る

研

究
が

全

体
の

パ

ー

ス

ベ

タ

テ

ィ

グ
の

中
で

い

か

な

る

位
置
を

占
め
る

も
の

で

あ

る

か

を

認

識
す

る

こ

と
は

不

可

欠
の

こ

と

だ
｡

そ

の

意
味
で

文

学
と

最
も

か

か

わ

り
の

あ

る

倫
理

思
想
の

概

略
を

心

得
え
て

お

く
こ

と

ほ

十

分

に

意

義
の

あ

る

こ

と

だ

と
い

う
の

で

あ

る
｡

と

は

い

え
､

文

学
研
究

者
は

､

政

治

史
や

哲
学

史
の

専
門

家
の

よ

う

な

専
門

的
訓
練
を

受
け

て

い

な
い

の

で

あ

る

か

ら
､

そ

の

よ

う

な

専
門
的
知
識
と

素
養
を

も
っ

て

ホ

ッ

プ

ス

な

り

ロ

γ

ク

を

読

む
こ

と
は

で

き

な
い

｡

そ

れ

で

は

文

学

研
究
者
の

立

ち

入
る

余
地

が

全

く
な

い

か

と

い

う

と

決
し
て

そ

う
で

は

な
い

､

と

ウ

ィ

リ

ー

沖

叫

･

一

叩
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d
･

血
M

r

印

ほ
い

う
｡

例
え

ば
ホ

ッ

プ

ス

に

対

す

る

非
専
門
的

な
､

つ

ま

り

｢

文

学
的
+

な
ア

プ

ロ

ー

チ

の

余
地

が

残
さ

れ

て

い

る
､

と

彼
は

い

う
｡

そ

れ

は

ホ

ッ

プ

ス

の

明

示

的

な

陳

述
(

e

超
-

-

c
-

什

賢
P

訂
･

ヨ
e

n
t

∽
)

ば

か

り

で

な

く
､

そ

の

語

調
､

ジ
ェ

ス

チ

ャ

ー
､

イ

メ

ー

ジ

を

も

考

慮
に

入
れ

た

読
み

方
､

す
な

わ

ち

言

外
の

意
味
を

も

読

み

と

る

よ

う

な

文

学
的
な

解

釈
を

ホ

ッ

プ

ス

に

対

し
て

行
な

う
こ

と

で

あ

る
｡

こ

れ

は

勿
論

､

い

う
は

や

す

く

行

な

う

は
か

た

い

こ

と

で

あ

る
｡

難
解
な

哲
学

者
に

対
し

て
､

文

学

研

究
者
が

日

頃
の

読
み

の

能
力
を

十

分
に

発

拝
で

き

る

か

ど

う

か
､

疑

問
で

あ

ろ

う
｡

特
に

英
語

を

外

国

語

と

す
る

わ

れ

わ

れ

日

本
の

英
文

学

研

究

者
に

と
っ

て

は
､

そ

れ

は

き
わ

め

て

難
か

し

い

こ

と
で

あ

る
｡

し

か

し
､

こ

れ

が

行
な

わ

れ

た

と

き
､

そ

の

成

果
が

い

か

に

す
ば

ら

し
い

も
の

で

あ

る

か

を

ウ

ィ

リ

ー

の

著
書
は

示

し

て

く
れ

る
｡

二

ウ

ィ

リ

ー

の

学

者
と

し

て

の

仕
事
は

思

想

史
の

面
か

ら

文

学
の

問
題
を

追

究
･

解
明

す
る

こ

と
で

あ
っ

た

が
､

そ

れ

は

ど

ち

ら
か

と
い

え

ば

文

学
の

仕
事
と

い

う

よ

り

は

思

想

史
､

彼
自

身
の

用
い

て

い

る

名

称
に

従
え

ば
､

ヒ

ス

ト

リ
･

オ

ブ
･

ア

イ

デ

ア

ズ

に

属

す
る

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

名

称

は

直
ち
に

ア

メ

リ

カ

の

す

ぐ
れ

た

思

想

史

研

究

家
ア

ー

サ

ー

･

ラ

ヴ

ジ
ョ

イ

(

A
ユ

ど
→

〇
･

H

b
く
e
･

甘

ユ

を

思
い

起
こ

さ

せ

る
｡

ウ

ィ

リ

ー

と

ラ

グ

ジ

ョ

イ

と

の

間

に
､

実
際
ど

れ

ほ

ど

の

学

問
上
の

交
流
が

あ
っ

た

か

は

つ

ま
び

ら

か

で

な
い

が
､

ウ

ィ

リ

ー

は

そ

の

著
書
の

中
で

ラ

グ
ジ

ョ

イ

の

業

績
に

何

度
か

言

及
し

て
､

そ

の

研

究
に

敬

意
を

払
っ

て

い

る
｡

し

か

し
､

同

じ
く

思
想

史
の

研

究
に

た

ず
さ

わ

る

者
と

し
て

､

二

人

の

問
に

共

通

す
る

も
の

が

あ

る

こ

と
は

確
か

で

あ

る

に

し
て

も
､

彼
ら
の

学
風
は

ど

こ

か

異
っ

て

い

る
｡

ラ

グ

ジ
ョ

イ

が

西

欧
の

文

学
に

表
わ

れ

た
一

般
的

な

哲
学
上
の

概

念
が

文
学

以

外
の

さ

ま
ざ

ま
の

文

化

領
域
に

い

ろ
い

ろ

な

形
で

現
わ

れ

て

く

る

現

象
に

注
目

し
て

､

そ

の

間
の

内

面
的

な

関
連
を

歴
史
的
に

追
求
し

た

り
､

ま

た

そ

の

概
念
の

意
味

内
容
を

分

析
し
た

り

す
る

に

あ

た
っ

て
､

そ

の

主

体
で

あ

る

人

間
へ

の

関
心

を

き

び

し

く

排
除
し

て

哲
学
的

､

純
理

的
で

あ

る

の

に

対

し

て
､

ウ

ィ

リ

ー

は

同
じ

操
作
を

す
る

に

も
､

そ

う

し
た

概

念
又
は

観
念
を

動
か

し

或
い

は

そ

れ

に

動
か

さ

れ

る

人

間
の

精
神
を

重

視
し

て

い

る
｡

そ

の

違
い

は

ラ

グ
ジ

ョ

イ

が

元

来
哲
学
者
で

あ

り
､

ウ

ィ

リ

ー

が

文

学
者
で

あ

る

こ

と
に

も

よ

る

け

れ

ど

も
､

ア

メ

リ

カ

と

イ

ギ

リ

ス

の

学
風
の

ち

が

い

と
い

っ

た

も

の

を

暗

示
し

て

い

る

よ

う
に

も

思

わ

れ

る
｡

彼
が

名

を

成

し

た

最

初
の

著
作
『

十
七

世

紀
の

背
景
』

の

短
い

4 9 3
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序
文
は

､

ウ

ィ

リ

ー

の

そ

の

後
の

研
究
態
度
を

も

示

し

て

い

る
｡

彼
は

こ

の

本
の

広
い

目

的
は

一

七

世

紀
文

学
の

読
者
に

そ

の

時
代

の

思

想

的
背
景
の

ス

ケ

γ

チ

を

提
供
す
る

こ

と

で

あ

り
､

よ

り
せ

ま
い

目

的
は

､

詩
並

び

に

宗
教
が

当

時
の

思
想

傾
向
に

よ
っ

て

い

か

な
る

影
響
を

受
け

た

を

観
察
す
る

こ

と

で

あ

る
､

と
い

い
､

自

分
の

専
門
で

な
い

哲
学

上
の

問
題
に

つ

い

て

語
る

と

き
は

､

専
門

の

哲
学

者
で

は

な

く

文

学
の

研

究
者
で

あ

り
､

し
か

も

専
門
の

研

究
者
ば

か

り

で

な

く
､

詩
と

宗
教

､

そ

し

て

こ

の

世
に

生
き

る

こ

と

に

対

す
る

そ

れ

ら
の

関
係
が

重

大
な

関
心

事
で

あ
る

よ

う
な

す

べ

て

の

人
々

に

話
し
か

け
て

い

る

積
り

で

あ

る

と

述
べ

､

い

わ

ゆ

る

｢

文

芸
+

■
批

評
の

限

界
と

思
わ

れ

る

も
の

か

ら

甚
だ

し

く

逸
脱

し

て

し

ま
っ

た

こ

と
に

対

し
て

は

T
･

S
･

エ

リ

オ

プ

ト

か

ら

次

の

よ

う
な

文

章
を

引

用

し
て

い

る
｡

｢

あ

る

時
代
の

詩
歌
の

十

分
な

理

解
を

得
よ

う
と

す
る

と
､

一

見
､

詩
と

は

殆
ん

ど

関
係
が

な
い

と

思

わ

れ

る

よ

う
な

問

題

を

考

察
せ

ざ
る

を

得
な

く
な

る

も

の

だ
｡

+

(

『

詩
の

効
用

と

批
評

の

効
用
』

)

こ

の

本
は

｢

ス

コ

ラ

哲
学
の

拒
否
+

と
い

う

章
を

も
っ

て

始
ま

り
､

一

七

世

紀

と

い

う

科

学

的
革
命
の

時
代
に

お

い

て

｢

真
理
+

(
【

ゴ
已
F

J

な
る

も

の

の

観
念
が

い

か

に

変
化
し

て

行
っ

た

か

を
､

デ

カ

ル

ト
､

ホ

ッ

プ

ス
､

ロ

ッ

ク

な
ど

の

思

想
家

､

ト
マ

ス

･

ブ

以
.

■4
▲

ラ

ウ

ン

卿
､

l
･

ダ

ラ

ン

ゲ
ィ

ル
､

､
､

､

ル

ト

ン

な

ど

の

文

学
者

を

中
心

と

し
て

叙
述
し

た

も
の

で

あ
る

｡

そ

し

て

最
後
の

章
ほ

｢

ワ

ー

ズ

ワ

ス

と
ロ

ッ

ク

の

伝
統
+

と

題
さ

れ
､

ワ

ー

ズ

ワ

ス

が
ロ

ッ

ク

の

伝
統

､

す

な
わ

ち

科

学
的
伝
統
に

は

げ
し

く

反
撥
し

な
が

ら

も
､

そ

れ

に

よ

っ

て

彼
の

詩
的
経
験
を

多
分
に

条

件
づ

け

ら
れ

た

次

第

を

説
明

し
て

い

る
｡

ワ

ー

ズ

ワ

ス

と
い

う

詩
人

は

科

学
に

よ

っ

て

神
話
が

打
ち

砕
か

れ
､

目
に

見
え

る

宇
宙

､

す

な

わ

ち

外
的

自
然
に

対

す
る

信
仰
だ

け
が

残
さ

れ

た
一

八

世
紀

末
で

な

け
れ

ば

現

わ
れ

得
な

か
っ

た

種

類
の

詩
人
で

あ

る

こ

と

を

述
べ

た

も
の

で

あ
る

｡

次
に

出
た

『

十

八

世

紀
の

背
景
』

に

お

い

て

ウ

ィ

リ

ー

は
､

こ

の

時

代
を

あ

ら

わ

す
キ

ー

･

ワ

ー

ド

と

し

て
｢

自
然
+

(

貞
已

弓
e

-

)

と
い

う

言
葉
を

取

り

上

げ
て

､

こ

の

語
の

含
む

概
念
が

一

八

世

紀

の

宗

教
､

道
徳

､

哲
学

､

政

治
に

お

い

て

い

か

に

重

要
で

あ
っ

た

か

を

例
証
し

､

と

り

わ

け
ワ

ー

ズ

ワ

ス

に

お
い

て

頂
点
に

達
す

る

｢

自

然
+

の

神
蒋
化
の

諸

段
階
を

明
ら

か

に

し

よ

う
と

試
み

て

い

る
｡

｢

当

時
人
々

が

最
も

強
く

感
じ

た

の

は

自
然
と

い

う

言

葉
の

あ

い

ま
い

さ

で

は

な

く
て

､

む
し

ろ

自
然
及
び

自
然
法

則
の

明

確

さ

で

あ

り
､

権
威
で

あ

り
､

普
遍
的
な

受
け

入

れ

や

す
さ

な

の

で

あ

瓜
r

拘
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㌧

一
町

っ

た
+

と
ウ

ィ

リ

ー

は

指
摘
し

て

い

る
｡

取
り

扱
わ

れ

て

い

る

作

家
は

実
に

多
い

が
､

中
で

も
シ

ェ

リ

ー

の

無
神

論
に

影

響
を

あ

た

え
た

と
い

わ

れ

る

フ

ラ

ン

ス

の

著

述

家
オ

ル

バ

ブ

ク

(

H
O
-

訂
O

F

一

七

二

五

-
一

七

八

九
)

の

『

自
然
の

体

系
』

(

普
聖

芯

ヨ
Q

乱
入

こ
串

芦

苧

ぎ
1

缶

一

七

七

〇
)

に
一

章
が

あ

た

え

ら
れ

て

い

る

の

が

注

目

さ

れ

る
｡

と

も
か

く

自
然
と

い

う
ま
こ

と
に

捉
え

に

く
い

概

念
を

実

証

的
に

解

明
し

た

ウ

ィ

リ

ー

の

思
想
史
家

と
し

て

の

力

量
は

､

こ

こ

で

も

十

分
に

発
揮
さ

れ

て

い

る
｡

次
の

『

十

九

世

紀
研

究
』

及
び

そ

の

続

巻
で

は
､

一

七
･

八

世

紀
の

場
合
の

よ

う
に

あ

る

キ

ー

･

ワ

ー

ド

を

と

ら

え
て

､

そ

れ

を

手

掛
か

り

に

時
代

思

想

を

見
る

こ

と

は

難
か

し
い

の

で
､

ウ

ィ

リ

ー

の

興
味
を

引
い

た

作
家

､

思
想

家
の

個
々

の

研
究
が

集
め

ら
れ

て

い

る
｡

前
巻
で

取
り

上

げ

ら

れ

て

い

る

の

は
コ

ウ

ル

リ

ジ
､

ト

マ

ス

･

ア

ー

ノ

ル

ド
､

ニ

ュ

ー

マ

ン

､

カ

ー

ラ

イ

ル
､

､
､

､

ル
､

コ

ン

ト
､

ジ

ョ

ー

ジ
･

エ

リ

オ

ッ

ト

(

及

び

彼

女

に

影

響
を
あ

た

え

た

へ

ネ

ル
､

シ

ュ

ト

ラ

ウ

ス

､

フ

ォ

イ
エ

ル

バ

ッ

ハ

)

､

マ

シ

ュ

ー

●

ア

ー

ノ

ル

ド

な

ど

で

あ

り
､

続
巻
で

は

フ

ル

ー

ド
､

F
･

W
･

ニ

ュ

ー

マ

ン
､

マ

ー

ク

:
フ

ザ
フ

ォ

ー

ド
､

テ
ニ

ソ

ン

､

ジ

ョ

ン

●

モ

ー

リ

ー

な

ど
が

論
ぜ

ら
れ

て

い

る
｡

そ

し

て

こ

れ

ら

の

論
文
を

一

賞

し

て

流
れ

て

い

る

中
心

テ

ー

マ

は

科

学
と

伝
統
的
宗
教

と
の

衝
突

で

あ

り
､

信
仰
の

喪

失
の

問
題
で

あ

る

と
い

え

よ

う
｡

ウ

ィ

リ

ー

の

主

要
な

仕
事
を

通

し

て

顕
著
な
の

は

ル

ネ

ッ

サ

ン

ス

以

来
､

と

り

わ

け

科

学
の

勃
興
以

来
の

近

代

思

想
と

キ

リ

ス

ト

教
と

の

対

決

の

問
題
で

あ

る

が
､

こ

の

問
題
が

こ

の

二

冊
の

本
で

は

い

っ

そ

う

ヽ

ヽ

じ

か

に

論
ぜ

ら
れ

て

い

る

の

は

当

然
で

あ

ろ

う
｡

さ

ら

に
､

こ

の

二

冊
で

は

時
代
が

現

代
に

最
も

近
い

せ

い

も

あ
っ

て
､

ウ

ィ

リ

l

自
身
の

考
え

が

時
々

率
直
に

述
べ

ら
れ

て

い

て

興

味
深
い

｡

例
え

ば
､

マ

シ

ュ

ー
･

ア

ー

ノ

ル

ド

の

父
で

す

ぐ
れ

た

教
育
家
で

あ
っ

た

ト
マ

ス

･

ア

ー

ノ

ル

ド

(

→

ど
ヨ

琵

A
→

ロ
○
】

d

一

七

九
五

-
一

八
四

二
)

の
､

キ

リ

ス

ト

教

国
で

は

キ

リ

ス

ト

教
に

つ

い

て

の

知
識
が

知
的

教
育
に

と
っ

て

さ

え

欠

く
こ

と

の

で

き

な
い

も
の

で

あ

る

と

す
る

見

解
に

賛
意
を

示
し

て
､

ウ

ィ

リ

ー

は

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

ア

ー

ノ

ル

ド

の

時
代

か

ら

百

年
た

っ

た

今
日

に

お

い

て
､

学
校
や

大

学
に

お

け

る

専
門
的
訓
練
の

危
険
に

つ

い

て
､

特
に

科
学
と

人

文

学
と

の

間
の

大

き

な

隔
た

り

に

つ

い

て

大
い

に

論

議
さ

れ

て

い

る
｡

こ

う

し
た

議
論
に

お

い

て

ほ
､

科
学

専
攻
生

に

文

科
的
教
養
を

十

分
あ

た

え

て

や

り
､

文
科
学
生
に

ほ

科
学

を
あ

た

え

て

や

り
さ

え

す
れ

ば
､

そ

れ

で

万

事
う

ま

く

行
く
の

だ
､

と

ほ

の

め
か

さ

れ

て

い

る

よ

う
に

思

わ

れ

る

こ

と

が

多

榔
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い
｡

多
く
の

｢

文

学
+

に

は

キ

リ

ス

ト

教
的

及

び

人

文

学
的

価

値
が

溶
け
て

含
ま

れ

て

い

る

の

だ

か

ら
､

文

科
約
数
養
を

盛
っ

て

や

る

こ

と
の

方
が

科
学
を

盛
っ

て

や

る

こ

と

よ

り

も

さ

ら
に

い

っ

そ

う

大

切
だ

と

考
え

て

も

文

科
の

教
官
と

し

て

は

許
さ

れ

る

か

も

知
れ

な
い

｡

し

か

し
､

ア

ー

ノ

ル

ド

の

論
点
は

動
か

し

が

た

い
｡

科
学
も

文

学
も

､

そ

れ

だ

け
で

は
､

ま

た

両

者
を

機

械
的
に

混

ぜ

て

み

て

も

｢

判
断
力

を

養

う
+

こ

と

は

で

き

な

い
｡

文

学
の

傑
作
を

正
し

く

評
価
せ

ん

が

た

め
に

は
､

よ

り

高

次
の

拠
り

所
か

ら

引

き

出
さ

れ

た

標
準
が

そ

の

傑
作
に

対
し

て

適
用
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

し
､

破
局
を

招
か

ず
に

科
学
の

成

果

を

通
用
せ

ん

が

た

め

に

は
､

そ

れ

に

対
し

て

同

じ

よ

う

な

標

準

が

用
い

ら
れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

+

C
･

P
･

ス

ノ

ー

(

C
.

勺
.

S

ロ
○

宅
)

が

『

ニ

ュ

ー

･

ス

テ

ー

ツ

マ

ン

紙
』

に

｢

二

つ

の

文

化
+

と
い

う

論
文

を

載
せ

て

科
学
文

化

と

人

文

文

化
と

の

隔
絶
と

対

立

を

鋭
く

指
摘
し

た

の

は
一

九
五

六

年
の

一

〇

月
で

あ

る

が
､

ウ

ィ

リ

ー

は

そ

れ

よ

り

も

七

年
前
に

宗

教
の

立

場
か

ら

右
の

よ

う

な

答
え

を
こ

の

問
題
に

対

し
て

あ

た

え

て

い

た

わ

け
で

あ

る
｡

こ

の

答
え

を
い

か

に

も

ヴ
ィ

ク

ト

リ

ア

朝

的
と

批
判
す
る

こ

と
は

容
易
で

あ

る

が
､

四

〇

年
に

わ

た
っ

て

思

想

史
を

研

究
し

､

西

欧

文

明
の

将
来
に

つ

い

て

心

を

痛
め

て

き

た

メ

ソ

デ
ィ

ス

ト

教

徒
の

ウ

ィ

リ

ー

に

は
､

こ

の

よ

う

な

答
え

し

か

甜
′

4

あ

り

得
な

か
っ

た

の

で

あ

ろ

う

し
､

こ

れ

が

最
も

自

然
な

答
え

で

あ
っ

た

の

で

あ

ろ

う
｡

キ

リ

ス

ト

教
の

伝

統
を

も
た

な
い

わ

れ

わ

れ

日

本

人

に

は
､

こ

こ

に

表
明
さ

れ

た

宗

教
の

重
み

と

い

っ

た

も

の

を

実
感
す

る

こ

と

は

難
か

し
い

｡

キ

リ

ス

ト

教
に

つ

い

て

の

ウ

ィ

リ

ー

の

見

解
が

率
直
に

表
明
さ

れ

て

い

る

の

は

『

イ

ギ

リ

ス

の

モ

ラ

リ

ス

ト

た

ち
』

の

中
の

｢

近

代
の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

に

関
す
る

追
記
+

と

題
す
る

箇
所
に

お

い

て

で

あ

る
｡

そ

の

中
で

彼
は
マ

リ

タ
ン

(

甘
β
仁
e
∽

呂
P

き
巴
n
)

に

な

ら
っ

て

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

を

｢

神

中
心
の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

+

と

●

｢

人
間

中

心
の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

+

と
の

二

つ

に

分

け

て

考

え

る
｡

ウ

ィ

リ

ー

に

よ

れ

ば

過

去
三

､

四

百

年
間
に

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

は

三

つ

の

は
っ

き
り

し
た

段
階
を

経
た

と
い

う
｡

終
り

の

二

つ

の

段
階
は

非
キ

リ

ス

ト

教
化

が

進
行

し

た

段
階

で

あ

る
｡

第
一

に
､

イ

ラ

ス

ム

ス
､

フ

ー

カ

ー
､

ダ
ン

､

､

､

､

ル

ト

ン

又

は
ロ

ッ

ク

の

よ

う

な

人

た

ち

の

神

中
心

の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

が

あ

る
｡

次

■

は
､

一

八

世

紀
の

人

間
中
心
の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

で

あ

り
､

ア

ン

シ

ク
ロ

ぺ

デ

ィ

ス

ト

の
､

ヒ

ユ

ー

ム

の
､

そ

し

て

理

想

主

義
的

な

ロ

マ

ン

派

詩
人

や

哲
学

者
た

ち
の

､

人

間
中

心
の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

で

あ

る
｡

こ

の

段
階
に

な

る

と

道

徳
は

超
自
然

的
な

拘
束
力
に

輯
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一
紳

紳
.

･

曲
汀

た

よ

る

こ

と

を

や

め
､

功
利
的
に

な
る

か
､

カ

ン

ト

の

い

う

至
上

命
令

､

つ

ま

り

自
ら
の

良
心

の

命
ず
る

と
こ

ろ

に

従

う

か

ど

う
か

の

事
柄
に

な

る
｡

し

か

し
､

こ

の

段
階
で

も

ま

だ

人

間
は

､

そ

の

理

性
及

び

想

像
力
に

よ
っ

て

超
絶
的
な

理

法
と

接
触
を

保
っ

て

お

り
､

か

く
て

そ

の

伝
統
的

な

権
威
は

自

然
の

理

法
に

対

す
る

優
位

を

維
持
し

て

い

る

も
の

と

感
ぜ

ら
れ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

最
後
は

コ

ン

ト
､

､

､

､

ル
､

マ

ル

ク

ス

及
び

そ

の

信
奉

者
た

ち
に

よ
っ

て

代

表
さ

れ

る

実

証

主

義
の

段
階
で

､

こ

こ

に

至
る

と
､

形
而
上

学
的

な

実
在
と
の

接
触
の

可

能
性
は

香
走

さ

れ
､

人

間
が

神
に

な

り

人

類
主

義
(

河
e
-

荘
O

n

O
f

H
仁

日
a

2 .

t

ユ

が

唱
え

ら
れ

る
｡

そ

の

結
果

は

今
日

わ

れ

わ

れ

が

見
る

よ

う
な

道
徳
的

並
び

に

精
神
的
虚
無
主

義
な
の

で

あ

る
｡

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

ほ

人

間
の

個
性
と

尊
厳

､

自

由
と

自
己

完
成
に

対

す
る

高
遠
な

要
求
を
か

か

げ

て

出

発
し

た

の

で

あ

る

が
､

結
局

､

人

間
か

ら
こ

う
し

た

価

値
を

全

部

奪
い

去

り
､

人

間
を

物
質
と
エ

ネ

ル

ギ

ー

の

世

界
に

お

け

る

単
な
る

原

子

に

帰

す
る

こ

と

に

な
っ

て

し

ま

う
､

と

ウ

ィ

リ

ー

は

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

の

含
む

自
己

破

壊
的
な

論

理

を

警
告
す
る

｡

大

体
に

お

い

て

キ

リ

ス

ト

教
は

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

と

平
和
的
に

共

存
で

き

た

の

だ
っ

た
｡

例

え

ば

教

育
の

面

で

は

｢

人

文

学
+

(
-

賢
e

岩
e

ぎ
日

昌
-

○
→

e
∽

)

と

い

う

語
句

に

盛

り

こ

ま

れ

た

概
念

は
､

今
日

に

至
る

ま
で

学
校
及
び

大
学
に

お

い

て

大

き

な

力
を

も

っ

て

き

た

-
つ

ま

り

完
全
な

教
養
の

た

め
に

は
キ

リ

ス

ト

教
の

教
え

を

ギ

リ

シ

ア
･

ラ

テ

ン

語
学

､

文

学
の

あ

た

え

得
る

最
上
の

も

の

に

よ
っ

て

補
う

必

要
が

あ

る

と

考
え

ら
れ

て

き
た

｡

宗
教
と

人

文
学

的

教
養
と
の

円

満
な

調

和
で

あ
る

キ

リ

ス

ト

教
ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

は

数
世

紀
に

わ

た
っ

て

西

欧

文

明
の

基

礎
を

な

し

た

の

だ

っ

た
｡

し
か

し
､

そ

の

間
ず

っ

と
キ

リ

ス

ト

教
は

後
退

し
､

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

は

そ

の

宗
教
的

根
底
か

ら

切
り

離
さ

れ

る

に

至
っ

た
｡

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

は

宗
教
な

し
で

も

生
き

残
れ

る

だ

ろ

う
か

､

又
は

そ

れ

自
体
で

宗
教
に

代
わ
る

も
の

に

な

り

得
る

で

あ

ろ

う
か

｡

過

去
半
世

紀
の

経
験
は

こ

れ

に

対
し

て

香
定

的
で

あ

る
､

と
ウ

ィ

リ

ー

は

い

う
｡

人

間

的

目

的
や

価
値
の

､

純
粋
に

そ

れ

自
身
の

た

め

の

追
求
は

､

あ
る

宿
命
的
な

道

徳
的
重

力
に

よ

っ

て

下

降
の
一

途

を

た

ど

り
､

や

が

て

高
慢

､

利
己

主

義
､

競
争

､

攻

撃
､

人

種
崇

拝
､

独

裁
者

崇

拝
､

階

級

崇
拝

､

そ

し
て

戦
争
に

通

ず
る

｡

人

類

と
い

う

も
の

は

超
人

間

的
な

も
の

か

ら

切

り

離
さ

れ

る

と

必

ず
人

間
以

下
の

も
の

に

な

る

と

は

キ

リ

ス

ト

教
の

教
え

る

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

成

程
､

無
神

論
者
で

あ

り

な
が

ら

高
貴
で

あ

り

無
欲
で

同

胞

に

対
し

て

献
身
的
で

､

彼
ら
の

た

め

に

命
を

な

げ

う
つ

こ

と
を

い

抑



一 橋論叢 第 五 十 七 巻 第四 号 ( 10 4)

と

わ

な
い

よ

う

な

人

も

あ

り

得
る

｡

わ

れ

わ

れ

は

そ

う
い

う
人
の

例
を

ま
わ

り

に

た

く
さ

ん

見
て

い

る
｡

し

か

し
､

そ

の

よ

う
な

高

貴
さ

は
､

そ

の

人

自
身
の

心

の

中
､

或
い

は

彼
の

家

庭
の

歴
史
の

中
に

深
く

ひ

そ

ん

で

い

る
､

暗
黙
の

宗
教
的

な

漁
泉
を

も
っ

て

い

る

の

が

普

通
で

あ
っ

て
､

そ

う
い

う

高
貴
さ

は

宗
教
的
な

前
提
に

立
た

な

け

れ

ば

理

論
的
に

弁
護
で

き

な
い

も
の

だ
､

と

ウ

ィ

リ

ー

ほ

い

う
｡

実

証

哲
学

段
階
の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

が

保
持
し

て

い

た

す
ぐ

れ

た

点

-
社

会
的
良
心

､

人

道

主

義
的

熱
意

､

正

義
や

公

平
な

分
配
に

対

す
る

熱
情

､

教
育
に

対

す
る

信
念
な

ど

1
そ

れ

ら
は

こ

と
ご

と

く
､

そ

の

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

が

否
認
し
っ

つ

あ
っ

た

宗
教
か

ら
の

遺
産
と

し

て

保

持
し

て

い

た

も

の

で

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

い

つ

ま
で

も

通
産
で

暮
ら

し

て

行

く

わ

け

に

は

い

か

な

い
｡

宗
教
的

根
底
な

く
し

て

は
､

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

は

そ

れ

が

公

言
す

る

価
値
に

対
し

て

さ

え

根

拠
を

見
出
す
こ

と

が

で

き

な
い

の

だ
､

と

ウ

ィ

リ

ー

は

結
ん

で

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

ウ

ィ

リ

ー

は

依
然
と

し
て

キ

リ

ス

ト

教
が

西

欧
の

精
神
生

活
に

と
っ

て

欠
く
こ

と
の

で

き
な
い

も
の

で

あ

る

こ

と

を

か

た

く

信
じ

て

い

る

が
､

信
仰
の

形
式
に

は

あ

ま

り
こ

だ

わ
っ

て

い

な
い

｡

彼
が

『

十

九
世

紀
研

究
』

及
び

そ

の

続
巻
で

扱
っ

て

い

る

作
家
た

ち
は

正

統
派
的

宗
教
に

つ

い

て

行
け

な

か
っ

た

り
､

又

は

そ

れ

に

対
し

て

孤
独
な

抵
抗
を

試
み

た

人
た

ち

が

大

部

分
で

あ

湘
.

J

チ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

っ

た
｡

ウ

ィ

リ

ー

は

信
仰
上
の

彼
ら
の

た

め

ら
い

や

践
き
に

対

し

て

深
い

理

解
と

同

情
を

示

し

て

い

る
｡

彼
ら
は

キ

リ

ス

ト

教
が

提

示

す
る

知
的

､

倫
理

的

諸

問
題
に

真
剣
に

取

組
ん

だ

が

故
に

､

そ

し
て

彼
ら
の

直
面
し

た

問
題
は

い

っ

そ

う

危
機
的
な

様
相

を

帯
びヽ

て

現

代
に

引
き

継
が

れ

て

い

る

が

故
に

､

ウ

ィ

リ

ー

に

と
っ

て

よ

ヽ

ヽ

ヽ

そ

ご

と
と

は

思

え

な
い

の

で

あ

る
｡

と
は

い

え
､

ウ

ィ

リ

ー

は

自
分
と

は

思

想

傾
向

を

異
に

す
る
コ

ン

ト

の

よ

う
な

思

想

家
に

も

行
き

届
い

た

理

解
を

示

し

て

い

る
｡

コ

ン

ト

の

学
説
に

親
近

感
を

覚
え

る

こ

と

は

で

き

な

い

に

し

て

も
､

彼
の

学
問

組
織
の

広
さ

と

高
貴
さ

､

彼
の

歴
史
的

一

般
論
の

深
さ

､

彼
の

教

義
の

多
く
の

賢
明
さ

に

敬

意
を

払
う
こ

と
を

惜
し

ま
な

い
｡

こ

れ

は

ウ

ィ

リ

ー

の

思
想

家

と

し

て

の

公

平
さ

と

心
の

広
さ

を

物
語
る

も
の

で

あ

ろ

う
｡

三

終
り

に
､

ウ

ィ

リ

ー

の

自
然
観
に

触
れ

て

お

き
た

い
｡

一

九

六

六

年
発

刊
の

名

士

録
(

司

琶
切

司
ぎ
)

に

彼
の

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

と

し

て

音
楽

と

並
ん

で

イ

ギ

リ

ス

の

田

園
(

J
F
e

E
臼

g
-

訂
F

｡

｡

戸
口
･

t

→

忘
E
e

)

が

あ

げ

ら
れ

て

い

る

の

を

見
て

も

わ
か

る

よ

う
に

､

彼

串

鵬
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』

叩

紬

紳

は

イ

ギ

リ

ス

の

自
然
に

対
し

て
､

殊
の

外
､

愛
著
を

も
っ

て

い

る

よ

う
で

あ

る
｡

彼
の

ワ

ー

ズ

ワ

ス

論
が

､

ひ

と

際
､

生

彩
を

帯
び

て

い

る

の

も
一

つ

に

は

そ

の

た

め

で

あ

ろ

う
｡

そ

し

て
､

同

じ

く

イ

ギ

リ

ス

の

自
然
に

心
び

か

れ

て

い

た

ト
マ

ス

･

ア

ー

ノ

ル

ド

を

論
じ

た

あ

る

箇
所
で

は

次
の

よ

う

な

大

胆
な

発

言
を

し

て

い

る
｡

｢

十

九

世

紀
イ

ギ

リ

ス

の

思

想

と

文

学
の

方

向
は

､

も

し
こ

の

島
国
の

中
に

ウ
エ

ス

ト

モ

ア

ラ

ン

ド

と

カ

ン

パ

ラ

ン

ド

と
い

う
山

岳
楽
園
が

な
か
っ

た

な

ら

ば

全

く

違
っ

た

も
の

と

な
っ

て

い

た

で

あ

ろ

う
｡

湖
水

地

方
は

そ

の

時
代
の

宗
教
的

信
条
の

一

部
を

な
し

て

い

た
｡

オ

ー

ル

ダ

ス

･

ハ

ブ

ク

ス

レ

ー

氏
が

言
っ

た

よ

う
に

､

ウ
エ

ス

ト
モ

ア

ラ

ン

ド

旅
■

行
は

､

よ

き
ワ

ー

ズ

ワ

ス

信
者
に

と
っ

て

は
エ

ル

サ
レ

ム

巡

礼
も

同

然
で

あ
っ

た
｡

+

さ

ら
に

｢

山
の

歓
び

は

世

俗
の

歓
び

で

は

な

く

聖
な
る

歓
び

で

あ

り

得
る
+

と
つ

け

加
え

て

い

る
｡

ウ
ィ

リ

ー

が

『

十

八

世

紀
の

背
景
』

の

中
で

､

自
然

､

ネ

イ

チ

ェ

ア

と

い

う

言

葉
を

手

掛
か

り

に
一

八

世
紀
思

想
の

諸

相
を

み

ご

と
に

解
き

明

か

し

て

く

れ

た

こ

と

は

す

で

に

触
れ

た

が
､

彼
自
身

の

自
然
観
が

最
も

具

体

的
に

表
明
さ

れ

て

い

る

の

ほ

『

イ

ギ

リ

ス

の

モ

ラ

リ

ス

ト

た

ち
』

の

第
六

草
､

｢

自
然
に

従

え
+

(

旨
ど
言
ヨ

恕
q

罵
言
)

と

超
す
る

章
に

お

い

て

で

あ

る
｡

こ

の

草
で

彼
は

ま

ず
､

自
然

1
･

或
い

は

そ

の

あ

る

部
分

-
の

景
観
が

ど

れ

程
､

ま
た

い

か

な

る

意
味
で

道
徳
的
又
ほ

精
神

的
と

呼
び

得
る

価
値
を

わ

れ

わ
れ

に

と
っ

て

持
っ

て

い

る

か
､

そ

し

て

｢

自

然
に

従
え
+

と
い

う
ス

ト

ア

哲
学
の

訓
え

が

道
徳
的

金
言

と

し
て

､

ど
れ

程
わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て

有
効
で

あ

る

か

を

尋
ね

る
｡

そ

れ

に

は

ま

ず
､

崇
拝

の

対

象
と

し

て

で

あ

れ
､

倫
理

的
標
準
と

し
て

で

あ

れ
､

｢

自
然
+

と
い

う

言
葉
が

､

ど

う
い

う

意
味
を

持
っ

て

い

る

か

を

き

め

て

か

か

ら
ね

ば

な

ら

な
い

｡

と
こ

ろ

が

周

知
の

よ

う
に

､

こ

れ

程

あ

い

ま
い

で

多
義
を

も
つ

語
は

少

な
い

の

で

あ

る
｡

あ

る

ア

メ

リ

カ

の

学

者
は

こ

の

語
に

今

日

百

以

上
の

意
味
を

区

別
し

て

い

る

と
い

う
し

､

一

七

世

紀
の

科

学
者
ロ

バ

ー

ト
･

ボ

イ

ル

さ

え

当

時
自
然
科

学
者

に

よ
っ

て

用
い

ら

れ

た

意
味
と
し

て

八
つ

も

あ

げ
て

い

る
｡

し

か

し
､

こ

の

語
の

意
味
の

あ
い

ま
い

さ

に

掛
り

合
っ

て

い

て

は
､

噂
が

あ

か

な
い

｡

そ

こ

で

ウ
ィ

リ

ー

は

J
･

S
･

､

､

､

ル

に

な

ら
っ

て
､

思
い

切
っ

て

こ

の

語
の

意
味
を
二

つ

に

限
る

｡

こ

の

二

つ

の

意
味
は

､

死

後
出

版
さ

れ

た
､

､

､

ル

の

論
文

｢

自

然
論
+

(
-

Z
巳

喜
e

〕

に

見

出
さ

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

､

､

､

ル

が

｢

自
然
+

に

あ

た

え

て

い

る

二

つ

の

意
味

は

ウ
ィ

リ

ー

の

パ

ラ

フ

レ

ー

ズ

に

よ

れ

ば

H

あ

ら

ゆ
る

も

の
､

字

O
U

宙
の

万

物
(

占
孟
→

甘
E
n
g

､

○

て
t

F
e

弓
F
O
-

e

〕
､

肖
人

間
を

除
い

舶
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た

あ

ら

ゆ
る

も
の

､

わ

れ

わ

れ

自
身
で

な
い

も
の

(

占
孟
→

甘
E
n

粥

巳
-

ロ

巨

岩
甲
ロ

√

-

→
F
e

Z
O

T
O

弓
邑
詔
払

〕

と
い

う
こ

と
に

な
る

｡

そ

し

て
､

こ

の

二

つ

の

意
味
に

照

ら

し

て

自
然

を

崇

拝

す

る

と

か
､

自
然
に

従
っ

て

生

き

る

と

は

ど

う
い

う

意
味
な
の

か

を

考
察

す
る

の

で

あ

る
｡

第
一

の

意
味
に

ほ

人

間
も

含
ま

れ

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら
､

人

間

ほ

宇
宙

万

物
の

過

程
の

一

部
で

あ

り
､

そ

れ

に

従

わ

ざ
る

を

得

な
い

こ

と
に

な
り

､

道
徳
律
と

し
て

は

｢

自
然
に

従

え
+

と
い

う

言
葉
は

意
味
を

な

さ

な
い

こ

と
に

な
る

｡

し

か

し
､

第
二

の

意
味

を

採
用

し
て

自
然
か

ら

人

間
を

分

離
し

､

自

然
を

｢

わ
れ

わ
れ

自

身
で

な
い

も

の
+

と

定

義
す
る

な

ら

ば
､

こ

の

意
味
に

お

け
る

自

然
が

わ

れ

わ

れ

の

崇
拝
に

ふ

さ

わ

し
い

対

象
で

あ

る

か
､

又
ほ

よ

っ

て

行
為
の

範
と

す
る

に

催
す
る

手

本
で

あ

る

か

ど

う
か

､

を

問

わ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と
に

な
る

｡

ギ

リ

シ

ア

の

犬

儒
派
の

哲

学
者
デ
ィ

オ

ゲ

ネ

ス

は

人
工

的
な

も
の

を
一

切

排
し
て

自
然
の

ま

ま
の

生

活
を

し

た

と
い

わ

れ

る

が
､

そ

う
い

う

生

活

態
度
は

人
工

的
な

も
の

は

す
ぺ

て

不

自
然
で

､

そ

れ

故
よ

ろ

し
か

ら

ず
と

す
る

考
え
を

前
提
と

す

る

も
の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

犬

儒
派
の

こ

う
い

う

教
え

は

主

と

し

て

消
極
的
で

あ

る
､

と

ウ

ィ

リ

ー

は

言
う

｡

そ

れ

は

人
工

的

な

も
の

を

避
け

､

自
然
で

あ

れ

と

教
え

る

が
､

自

然

を

し

て

模
倣
す

る

価
値
あ

ら
し

め

る

も
の

は

何
か

を

説
明

し

て

く

甜
r

∂

れ

な
い

｡

こ

の

点
､

ス

ト

ア

学
派
の

人
々

は

も
っ

と

建
設

的
で

あ

っ

た
｡

彼
ら

は

整
然
た

る

宇
宙
を

指
さ

し
､

そ

の

威
厳

あ

る

調

和
､

静

誰
､

秩
序
を

見
習
う
よ

う
に

人
に

勧
め

た
｡

ス

ト

ア

学
派

は

主
に

そ

の

自
然

観
を

天

文
学
の

事
実
か

ら

得
た

の

で

あ
っ

た
｡

天
体

は
一

定
の

運

行
に

従
い

､

又

は

そ

の

あ
た

え

ら

れ

た

位
置
を

守
っ

て

い

る
｡

わ
れ

わ

れ

も

ま

た
､

政

治

的
､

社

会
的

､

家

庭
的

関
係
に

お

い

て

｢

身
の

程
+

を

わ

き

ま
え

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

わ

れ

わ

れ

の

自
然
の

法
則
に

従
わ

ね

ば

な

ら
ぬ

｡

不

忠
､

謀
叛

､

不

孝
な

ど

は
､

こ

の

意
味
で

｢

不

自

然
+

な

の

で

あ

る
｡

こ

れ

が

｢

エ

リ

ザ
べ

ス

朝
の

世

界
像
+

と
い

わ

れ

る

も

の

で

も

あ
っ

た
､

と

ウ

ィ

リ

ー

は

い

う
｡

こ

こ

ま
で

は

｢

自
然
に

従

え
+

と
い

う

訓
え

は

理

解
し

や

す

く

筋
が

通
っ

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

と

こ

ろ

が
､

自
然
と
い

う

概
念
を

拡

げ
て

そ

の

他
の

面

を

も

含
め
る

と

忽
ち

困

難
に

突
き

当

っ

て

し

ま

う
｡

自
然
に

は

勿
論
美
し

く
て

雄
大

な
､

わ
れ

わ
れ

が

理

想
と

す
べ

き

物
が

含
ま

れ

て

い

る

-
太

陽
､

月

と

星
､

花
､

四

季
の

美
し

さ
､

そ

し
て

恐

ら

く
は

天
上
の

音
楽
も

｡

し
か

し
､

そ

れ

は

ジ

ャ

ン

グ

ル
､

砂
漠

､

病
原
菌

､

び

で

り
､

飢
饉

､

大

吹

雪
､

地

震
な

ど
､

醜
悪
な

も
の

､

凶

暴
な

も

の

も

含
ま

れ

て

い

ゝ

伸

山
¶

･

山

耶
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細
r

紬

〝

一
打

る
｡

ワ

ー

ズ

ワ

ス

は

自
然
を

､

絶
え

ず
わ

れ

わ

れ

の

あ

や

ま

ち

を

直
し

､

わ
れ

わ
れ

の

成

長
を

形
成

し
､

精
神
的

健
康
の

源
へ

と

わ

れ

わ

れ

を

連
れ

戻
し

て

く
れ

る

慈
悲
深
い

女

神
か

天
の

栄

光

を

授

け

ら

れ

た

女

教
師
と

考
え

る

よ

う

に

教
え

た

が
､

自
然
の

無
謀

さ
､

無
関
心

､

適
者
生

存
､

エ

ン

ト

ロ

ピ

ー

を

知
ら
さ

れ

て

い

る

わ

れ

わ

れ

に
､

ワ

ー

ズ

ワ

ス

が

信
じ

ら

れ

る

だ

ろ

う
か

｡

ミ

ル

も

そ

の

自
然
論
の

結
論
と

し
て

自
然
の

コ

ー

ス

と
い

う

類
推
に

よ
っ

て
､

わ

れ

わ

れ

の

行
動
を

導
く
こ

と

は

宗
教
的
で

も

道
徳
的
で

も

あ

り

得
な
い

と

述
べ

て

い

る
｡

も

し

人
工

的

な

も
の

､

す

な
わ

ち

文

明
の

技
術
の

方

が

あ

る

が

ま
ま

の

自
然
よ

り

も

ま

さ
っ

て

い

な

い

な

ら
､

何
故
わ

れ

わ

れ

は

着
物
を

着
､

菜
園
を

耕
し

､

家
を

建

て
､

都
市
を

建
設

す
る

の

か
､

説
明
に

窮
す
る

｡

こ

う
し
て

｢

わ

れ

わ

れ

自
身
で

な
い

も
の
+

と
い

う

意
味
で

の

自

然
が

道
徳
的

模
範
と

は

な

ら

な
い

と

す
れ

ば
､

わ

れ

わ

れ

が

従

わ

ね

ば

な

ら

な
い

の

は
､

わ

れ

わ

れ

自
身
の

自
然

-
本

性
な
の

で

あ

ろ

う
か

｡

い

つ

の

時
代
で

も
モ

ラ

リ

ス

ト

た

ち
は

､

わ

れ

わ

れ

自
身
の

存
在
の

法

則
に

従
っ

て

生

き
る

よ

う
､

し

ば

し

ば

勧
め

て

き

た
｡

そ

し
て

確
か

に

自
己

達

成
と

か

自
我

実
現
と
い

う
こ

と

は
､

き

わ

め

て

説
得
力
の

あ

る

面
を

も
っ

て

い

る
｡

し

か

し

わ

れ

わ
れ

の

自
己

と

は

何
か

｡

何
が

わ

れ

わ

れ

の

存
在
の

法

則
な

の

か
｡

も

し

人

間
は

生

来
善
で

あ

る

と

居
ず
る

な

ら
ば

､

親
切
で

あ

り
､

私

心

な

く
､

公

共
心

に

富
み

､

博
愛

を

施
す

こ

と

に

よ

っ

て
､

わ

れ

わ

れ

は

自
己
を

実

現

す
る

こ

と

に

な
る

だ

ろ

う
｡

も

し

そ

の

反
対

に

人

間
の

本

性
は

悪
で

あ

る

と

信
ず
る

な

ら
ば

､

わ

れ

わ

れ

は

攻

撃
､

自
己

主

張
､

暴
力

､

詐
欺

､

そ

し
て

戦
争
に

よ
っ

て

わ

れ

わ

れ

の

本

性
の

法

則
を

守
る

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
｡

人

間

は

魂
と

肉
体

､

理
.
性
と

激
情

､

知
性
と

本

能
な

ど

相

反
す
る

要
素

か

ら

な
る

複
合

性
の

生

き

物
で

､

こ

れ

ら

の

要
素
の

問
に

正
し
い

秩
序

を

維
持
す
る

こ

と

こ

そ
､

人

間
の

役
目
だ

と
い

わ

れ

る

の

で

･

あ

る

が
､

こ

れ

は

実
際
に

は

人

間
わ

ざ

を

超
え

た

難
か

し
い

こ

と

な
の

で
､

多
く
の

モ

ラ

リ

ス

ト

た

ち

は
､

こ

れ

ら

複
合
要
素
の
一

方
だ

け

を

と
っ

て
､

こ

れ

こ

そ

｢

自
然
+

(

本

性
)

だ

と

見

な

し
､

そ

れ

に

従

う
こ

と

を
し

き

り

に

勧
め

る

の

で

あ

る
｡

ス

ト

ア

学
派

や
､

あ

る

キ

リ

ス

ト

教
徒
に

と
っ

て

は
｢

自
然
に

従

え
+

と

は

｢

理

性
に

従
い

激
情
を

抑
え

よ
+

と
い

う

意
味
で

あ

り
､

ブ
レ

イ

ク

や

D
･

E
･

ロ

ー

レ

ン

ス

の

よ

う

な

人

た

ち

に

は
､

そ

れ

は

｢

本
能

に

従
え
+

と
い

う

意
味
に

な
る

｡

と
い

う
わ

け
で

､

人

間
の

本
性
が

悪
で

あ

る

と

信

ず
る

な

ら

ば
､

｢

自
然
に

従

え
+

と
い

う

訓
え

は

倫
理

的
に

有
効
性
を

失

う

一丁
⊥

こ

と
に

な
る

｡

キ

リ

ス

ト

教
で

は

原
罪
と
い

う
こ

と

を
い

う
｡

ア

甜
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ダ

ム

と

イ

ブ

の

堕
落
以

来
､

人

間
は

堕

落
し

た

と

い

う
｡

自
然

(

人

間
の

本

性
)

､

そ

れ

を

完
全

な

も
の

に

す
る

た

め

に

は

神
の

恩

寵
が

必

要
で

あ

る

と

キ

リ

ス

ト

教
は

説
く

｡

し

た

が

っ

て

｢

自
然

に

従
っ

て

生

き

よ
+

と
い

う

訓
え

は
､

道
徳
的
金

言

と
し

て

キ

リ

ス

ト

教
徒
に

は

役
に

立
た

な
い

こ

と

に

な
る

で

あ

ろ

う
｡

以

上

見

て

き

た

と

こ

ろ

か

ら
､

自
然
に

従

う
と

い

う

訓
え

は

宗

教
的

或
い

は

道
徳
的

訓
え

と

し

て

重

大

な

欠

陥
と

あ

い

ま
い

さ

を

伴
っ

て

い

る

こ

と

が

明

ら
か

に

な
る

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

こ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

あ

ら

ゆ
る

時
代
を

通

じ

て

人

間
は

何

ら
か

の

意
味
で

宗
教

､

倫
理

､

法

律
学

､

国
際
関
係

､

政

治
､

芸
術
に

お

け
る

指
標
と

し

て

自
然
な
る

も
の

に

訴
え
て

き
た

こ

と

は

事
実
な

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は

何

故
で

あ

ろ

う
か

｡

人

類
は

､

そ

の

意
志
の

弱
さ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

常
に

あ

る

倫
理

的
､

精
神
的
価
値

を

認

め
､

そ

れ

ら
を

う
や

ま
っ

て

来
た

｡

た

と
え

そ

れ

に

従
っ

て

行

動

し

な

く
と

も

で

あ

る
｡

そ

れ

に

し
て

も
こ

う
し

た

価
値
の

権
威
を

強
め

る

た

め

に
､

何
故
そ

れ

ら
を

｢

自

然
+

(

貞
邑

弓
a
-

-

)

と

呼
ぶ

こ

と

が

必

要

と

思

わ

れ

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

ウ

ィ

リ

ー

は

次
の

よ

ぅ
に

推
論
す

る
｡

意
識
上
で

あ

ろ

う
と

､

意
識
下
で

あ

ろ

う
と

､

人

間
の

心

理
の

奥
深
い

と
こ

ろ
に

は
､

自
然
を

崇
拝
す
る

本

能
が

常
に

び

そ

ん

で

い

て
､

そ

の

本

能
は

人

類
の

速
い

過

去
か

ら
の

も

の

で

あ

り
､

そ

れ

は
キ

リ

ス

ト

教
や

そ

の

他

高
級
な

宗
教
に

よ
っ

舵
だ

J

て

も

決
し

て

根
絶
さ

れ

る

こ

と

は

な

か
っ

た

の

で

あ

る
｡

も

し

そ

ぅ
で

あ

る

と

す

れ

ば
､

も

し

自
然
に

つ

い

て

の

観

念
が

宗

教

的

な

反
応
を

､

畏

敬
の

感

情
を

呼
び

起
こ

す

と

す

れ

ば
､

｢

自
然
に

従

え
+

と
い

う
こ

と

は

｢

(

自
然
の

)

神
々

に

従
え
+

と
い

う
こ

と

を

意
味

す
る

予

言

的
な

訓
戒
に

な
る

｡

自
然
全

体
､

人

間
も

含
め

て

天
地

万

物
が

堕
落
し

て

い

る

と

考
え

る

キ

リ

ス

ト

教
に

お

い

て

さ

え
､

こ

の

古
い

感

情
が

生

き

残
っ

て

き

た

の

は

興

味
が

あ

る
､

と

ウ

ィ

リ

ー

は

い

う
｡

秩
序

､

義
務

､

調

和
､

等
親
が

創
造

物
に

お

け
る

自
然
法

則
で

あ

り
､

そ

れ

ら
に

対

応
す
る

人

間
の

徳

-
社

会
的
従

属
関
係

､

孝
行

､

平

和
と
正

義
が

人

間
の

た

め
の

自
然
法

則
で

あ

る

と
い

う

考
え

は

人

間
堕
落
と

い

う
教
義
に

よ

っ

て

も

絶
や

さ

れ

る

こ

と

は

な
か

っ

た
｡

そ

こ

に

は
､

も

し

堕
落
が

な
か
っ

た

な

ら

ば
､

こ

れ

ら
の

お

き

て

や

徳
は

盛

ん

に

な
っ

た

で

あ

ろ

う
､

こ

れ

ら

は

神
の

計
画
を

代

表
す
る

お

き
て

で

あ

り

徳
で

あ

り
､

悪

魔
が

出
て

き

た

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

こ

の

計
画
ほ

そ

の

一

部
が

､

不

完
全

な

形
で

は

あ

る

が

今
で

も

目
に

見
え

る

の

だ
､

と
い

う

気
持
が

こ

め

ら

れ

て

い

る
｡

人

間
の

中
に

で

は

な

く
､

神

の

創
り

給
う
た

自

然
物
の

中
に

表
わ

れ

て

い

る
｡

と

い

う
の

は

自

然
物
も

堕

落
の

影

響
を

受
け

た

け
れ

ど

も
､

人

間
及
び

人

間
の

手

山
叩
ン

､

栃
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h
細

ト

紳

′

_
r

に

か

か

っ

た

も
の

よ

り

も

自
然
物
の

方
が

は

る

か

に

け
が

れ

を

知

ら
ぬ

と

見
な

さ

れ

る

か

ら
で

あ
る

｡

こ

こ

に

自
然
に

訴
え

る

と
い

う

気
持
が

永
く

存
続
し
て

き
た

理

由
を

求
め

る

こ

と
が

で

き

る
､

と

ウ
ィ

リ

ー

は

考
え
て

い

る
｡

人

間
は

自

然
の

奴
隷
で

あ

る

問
は

原

始
的
自
然
崇
拝
の

形
で

自

然
を

崇
拝
す

る
｡

し
か

し
､

文
明
の

技
術
に

よ

っ

て

自
然
を

十

分

に

手
な
づ

け

て
､

も

は

や
､

自
然
の

な

す
が

ま
ま

に

は

な

ら

な
い

と

感

ず
る

よ

う
に

な
る

と
､

古
い

迷
信
的
な

恐

怖
は

新
し
い

､

も

っ

と
セ

ン

チ

メ

ン

タ

ル

な

態

度
に

と
っ

て

代
わ

ら

れ

る
｡

す

な

わ

ち

失

わ

れ

た

楽
園

､

失
わ

れ

た

故
郷

､

失
わ

れ

た

親
に

対

す
る

郷

愁
と
い

っ

た

感
情
を

､

自

然
に

対

し
て

抱
く
よ

う
に

な
る

｡

文

明

が

極
端
に

都
会
化
し

､

土
に

下
し

た

そ

の

根
か

ら

あ

ま

り
.
に

も

遠

ざ

か

っ

て

し

ま

う
と

､

い

わ

ゆ
る

｢

原

始
主

義
+

崇
拝
が

現
わ

れ

て

く
る

｡

こ

れ

は

堕
落
し

た

社

会

秩
序
に

対

す

る

革
命
的

な

抗
議

の

一

部
と

し

て
､

例
え

ば
一

八

世

紀
に

顕
著
に

現

わ

れ
､

一

九

世

紀
に

は

産
業
主

義
の

恐

ろ
し

さ

に

対

す
る

反

撥
と

し
て

殆
ん

ど

発

作
的
に

絶
大

な

権

威
を

も

つ

よ

う
に

な
っ

た
｡

今

世

紀
で

は

D
･

H
･

ロ

ー

レ

ン

ス

に

原
始
的
な

も
の

､

根
汲

的

な
も

の

を

求

め

る

感
情
が

強
烈
に

表
わ

れ

て

い

る
｡

一

九

世

紀
に

お

け
る

ワ

ー

ズ

ワ

ス

の

影
響
と

権
威
は

絶
大
で

あ
っ

た
｡

一

九

世

紀
思

想
の

指
導
的

な

人

物
た

ち
､

コ

ウ

ル

リ

ジ
､

ト

マ

ス

･

ア

ー

ノ

ル

ド
､

ニ

ュ

ー

マ

ン

､

J
･

S
･

ミ

ル
､

ジ
ョ

ー

ジ
･

エ

リ

オ

ッ

ト
､

マ

シ

ュ

l
●

ア

ー

ノ

ル

ド
､

ペ

イ

タ

ー
､

一

げ

ス

キ

ン

な

ど

は
､

い

ず
れ

も
ワ

ー

ズ

ワ

ス

に

精
神
的

指
導
と

慰
め

を

求
め

た

の

で

あ
っ

た
｡

今
世

紀

で

も

A
･

N
･

ホ

ワ

イ

ト
ヘ

ア

ド
､

G
･

M
･

ト

レ

ヴ
ュ

リ

ア

ン

と

い

っ

た

人

た

ち
は

ワ

ー

ズ

ワ

ス

を

師
と

仰
い

で

い

る
｡

今
日

の

わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て

ワ

ー

ズ

ワ

ス

流
の

自

然
宗
教
は

ど

ん

な

意
義
が

残
さ

れ

て

い

る

で

あ

ろ

う
か

｡

今
で

も

石
に

説

教
を

聞
き

､

風

景

か

ら

道
徳
的

又
は

精
神
的

更
生

が

引

き

出
せ

る

だ

ろ

う
か

｡

樹

木

の

方
が

煙
突
よ

り

美
し

く
､

山
の

方
が

鉱
淳
の

山
よ

り

も
､

線
の

原
の

方

が

鋪
道
よ

り

も

美
し
い

｡

農
耕
作
業
の

方
が

確
か

に

炭
鉱

で

働
く

よ

り

も

健
康
的
で

あ

る

こ

と
は

勿
論
認
め

ら

れ

よ

う
｡

土

を

耕
す
こ

と

は

パ

ン

で

生

き
る

人

間
の

基
本

的
な

仕
事
で

あ

り
､

そ

の

意
味
で

人

間
の

最

も

｢

自

然
な
+

生

き

方
だ

､

と
さ

え
い

え

よ

う
｡

し
か

し
､

そ

れ

だ

か

ら

と
い

っ

て
､

そ

う
し

た

生

き

方
が

他
の

生

活

様
式
よ

り

も

ま

さ
っ

て

い

る

か

ど

う
か

､

ま
た

そ

う
し

た

生
き

方
が

よ

り

よ

い

人

間

を
つ

く
り

出
す
か

ど

う
か

疑
問
で

あ

る
｡

｢

高
貴
な
る

蛮
人
+

は

も

は

や

打
ち

く
だ

か

れ

た

神
話
で

あ

る
｡

今
日

､

進
歩
の

お

く
れ

た

民

族
を

道
徳
的

模
範
と
し

て

理

想

(

J

化

す
る

人

は

殆
ん

ど

い

な
い

だ

ろ

う
｡

道
徳
的

訓
え

と

し

て

｢

自

釦
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然
に

従
え
+

と
い

う
こ

と

は
､

こ

れ

ま

で

見

て

き

た

よ

う
に

殆
ん

ど

通

用
し

な
い

よ

う
に

思
わ

れ

る
､

と

ウ

ィ

リ

ー

は

繰
返
え

し

て

い

う
｡

｢

ワ

ー

ズ

ワ

ス

主

義
+

は

く
つ

が

え

さ

れ

た

信

仰
で

あ

る

こ

と

を

ウ

ィ

リ

ー

は

認
め

る
｡

し
か

し
､

ウ

ィ

リ

ー

は

こ

う

し

た

暗
い

調
子

で

彼
の

自
然

論
を

終
え

た

く

な
い

と

い

う
｡

ウ

ィ

リ

ー

自
身
の

心
が

ワ

ー

ズ

ワ

ス

に

よ
っ

て

形

成
さ

れ

た

の

だ

し
､

彼
に

と
っ

て

ほ

湖
水
地

方
は

常
に

聖
地

で

あ
っ

た

が

故
に

､

ワ

ー

ズ

ワ

ス

主

義
が

く
つ

が

え
さ

れ

た

信
仰
で

あ

る

に

し
て

も
､

ワ

ー

ズ

ワ

ス

の

価
値
が

全

く

な

く

な
っ

て

し

ま
っ

た

と

は
､

い

ま
だ

に

感
じ

ら

れ

な
い

と

語
っ

て

い

る
｡

わ
れ

わ

れ

は

機

械
化

さ

れ

た

生

活
様
式
に

よ
っ

て
､

わ

れ

わ

れ

に

土

着
の

あ

る

も
の

か

ら

ま

す

ま

す
切

り

離
さ

れ

て

き

て

い

る
｡

そ

れ

だ

か

ら
こ

そ
､

自

然
物
の

中
で

の

孤
独
は

､

わ

れ

わ

れ

の

心
の

中
の

あ

る

満
た

さ

れ

な
い

深
い

渇

望
に

大
き

な

満
足
を

あ

た

え
て

く

れ

る
｡

孤

独
､

沈
黙

､

荘
厳
で

美
し

く

変
ら
ぬ

自
然
の

姿
､

澄

ん

だ

空

気
､

花
や

清
流
の

お

だ

や

か

な

魅
力

､

こ

う
し

た

も

の

は

こ

の

不

完
全

な

世

界
に

お

い

て

わ

れ

わ

れ

が

持
っ

て

い

る

最
も

よ

い

も

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ら
は

､

そ

れ

に

押
し
っ

け

ら
れ

る

ど

ん

な

汎
神

論
的

又

は

道
徳
的
な

意
味
と

も

全

く

別
に

､

そ

れ

自
体
で

価

値
あ

る

も

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ら
は

人

間
が

こ

の

世

界
の

す
べ

て

で

は

な

い
､

わ

れ

わ

れ

よ

り

も

偉
大

な

｢

他
の
+

あ

る

も

の

が

こ

の

舶5

世
に

あ

る

こ

と

を

わ

れ

わ

れ

に

思
い

起
こ

さ

せ

る
｡

こ

う
し

た

感

情
は

宗
教

的

経

験
の

一

部
な

の

だ
､

1
は

ん

の

一

部
に

す
ぎ

な

い

に

せ

よ

-
と

ウ

ィ

リ

ー

は

説
く

｡

ワ

ー

ズ

ワ

ス

は
､

こ

の

よ

う
に

自
然
を

愛
す

る

心
が

や

が

て

人

間
変
に

つ

な

が

る

と

も

教
え

た

こ

と

を
､

わ

れ

わ

れ

は

知
っ

て

い

る
｡

し
か

し
､

ウ

ィ

リ

ー

は

そ

う

し
た

考
え

に

に

ほ

疑

問
を

さ

し

は

さ

ん

で

い

る
｡

美
し
い

山
々

が
､

そ

れ

自
体
ど

ん

な

に

価
値
あ

る

も

の

で

あ

ろ

う
と

も
､

わ
れ

わ

れ

を

博
愛
的
に

す
る

も

の

で

あ

ろ

う
か

｡

荘

厳
な

自

然
と
の

孤
独
な

霊

的
交
渉
に

ふ

け
る

人
が

､

他
の

人
よ

り

も

目

立
っ

て

親
切

で
､

没
我

的
で

､

情
愛
深
い

人
で

あ
る

と
い

え

る

で

あ

ろ

う
か

｡

そ

れ

ど

こ

ろ

か
､

そ

う
い

う

人
々

は

と

か

く

高
慢
で

､

打
解

け

ず
､

利

己

的
で

人

聞
き

ら
い

で

あ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

キ

リ

ス

ト

教
徒
な

ら

山

岳
の

神
は

決
し

て

キ

リ

ス

ト

に

お

い

て

現
示

さ

れ

た

愛
の

神
の

代
り

に

は

な

ら

な
い

､

登

山

者
の

高
揚
さ

れ

た

気

持
は

悔
い

改

め
､

信
仰

､

人

間
愛
の

代

用
に

は

決

し
て

な

ら

な
い

､

と

主

張
す
る

で

あ

ろ

う
｡

さ

ら
に

､

も

し

わ

れ

わ

れ

が
ヘ

ル

ヴ
ュ

サ
ン

(

イ
ン

グ

ラ

ン

ト

北

西

部
の

美
し

い

山
)

に

神
を

見

出
す

な

ら
ば

､

熱
帯
の

森
に

も
､

エ

ヴ
ェ

レ

ス

ト

や

南
極
大

陸
の

突
風
の

中
に

も

神
を

見
な

け

れ

ば

な

ら

な
い

こ

瓜
ワ

均
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一
ド

如

と

に

な
る

｡

キ

リ

ス

ト

教

徒
が
ヘ

ル

ヴ
ュ

リ

ン
､

つ

ま

り

イ

ギ

リ

ス

の

自
然
数
の

た

め

に

清
々

主

張
で

き
る

こ

と

は
､

そ

れ

が

あ

る

貴
重

な

心

的

状
態
を

も

た

ら

し
て

く
れ

､

そ

う
し

た

心

理

状

態
が

宗
教
的
洞
察
に

非
常
に

近
い

も
の

だ

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

そ

し

て
､

現
代
の

ご

と

き

不

安
な

思

慮
な
き

時
代
に

､

静
か

な

反

省
の

助

け
と

な

る
､

そ

の

よ

う

な

自
然
の

姿
を

無
視
し

て

よ

い

ほ

ず
が

な
い

､

と
い

う
の

が

ウ

ィ

リ

ー

の

自

然
観
で

あ

る
｡

こ

こ

に

は

ワ

ー

ズ

ワ

ス

の

よ

う
な

自
然
に

対

す
る

絶
対

的
な

信
仰
は

失
っ

て

し

ま
っ

た

が
､

な

お

自
然
に

何

ら
か

の

宗
教
的

慰
め

を

見
出
し
て

や

ま

な
い

現

代
の

一

つ

の

自
然
観
が

表
明

さ

れ

て

い

る

と
い

え
る

で

あ

ろ

う
｡

(

二
希

大

学
助

教

授
)




