
〈
研

究

論

文

４

〉

近
代
西
洋
の
エ
ー
ト
ス
を
相
対
化
す
る

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
比
較
思
想
的
視
座

一
　

序

マ

ッ

ク

ス

ー
ウ

ェ
ー

バ
ー

の
宗

教

社

会

学

に

よ

れ

ば

、

近
代

西

洋
で

カ

ル

ヴ

ィ

ニ
ズ

ム
、

そ

し

て

そ

の

継

承

者

で

あ

る

ピ

ュ
ー

リ

タ

ニ
ズ

ム
が

も

た
ら

し
た
エ
ー
ト
ス
―
―
」
れ
は
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
以
来
の
「
脱
呪
術
化

（
ｂ
ｎ
ｔ
ｚ
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
）
」
の
プ
ロ
セ
ス
の
帰
結
だ
っ
た
―
―
は
、
超
越
的
な
神

の

観

念

の
も

と

で

神

の

意

に

か

な

う

社

会

へ
と

世

の

中

を

変

革

し

て

い

く

「
世

俗

内

的

禁

欲

」

の
生

き

方

で

あ

り

、

こ

れ

が

近

代

資

本

主

義

の
展

開

に

と

っ
て

促

進

的

な

機

能

を

担

っ
た

。

こ

れ

に
対

し

て

、

世

俗

を

い

っ
た

ん

否

定

す

る
度

合

い
が

弱

い
儒

教

、

そ

し

て

「
呪

術

の
園

（
Ｚ
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
ａ
ｒ
ｔｅ
ｎ
）
　」

へ
と

い
き

つ
く

道

教

と

の
混

成

態

で

あ

る
中

国

の

エ

ー

ト

ス
、

ま

た
、

自

分

の
来

世

の

運
命

を

よ
り

よ

く

す

る

た
め

に
現

在

与

え

ら

れ

た
カ

ー

ス
ト

の

伝

統

主

義

的

な
義

務

を
ひ

た
す

ら

遵

守

し

よ

う

と

す

る

ヒ

ン
ド

ゥ

ー
教

や

、

世

横
　
田
　
理
　
博

俗
を
逃
避
し
て

瞑
想
す

る
方
向
で
悟
り
を
求

め
る
仏
教
の
生
ま
れ
た
イ

ン
ド

の
エ
ー
ト
ス
に
お
い
て

は
、
結
局
、
積
極
的
に
世
俗
を
変
革
し
て
い
く
よ
う

な
近
代

資
本
主
義
の
エ
ー
ト
ス
は
成
立
し
な

か
っ
た
。
諸
宗
教

に
つ
い
て
の

こ
の
よ
う
な
見
取
り
図
が

ウ
ェ
ー
バ

ー
宗
教
社
会
学
の
骨
組
み
だ
と

い
え
る
。

し
か
し
、
従
来
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究

は
、
こ
の
基
本
線
を
あ
ま
り

に
重
視
し
、

ウ

ェ
ー
バ
ー
宗
教
社

会
学

に
含
ま

れ
る
そ

れ
以

外
の
含
蓄
に
正

当

に
目
を

配

っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
の
基
本
線
に
は
収
ま
り
き

ら
な

い
ウ

ェ
ー

バ
ー
の
多
面

的
な
立
場

を
極
力

く
み
と

っ
て

い
き

た
い
と
私

は
考
え
て
い
る
。

近
代
資
本
主
義
を
積
極
的
に
促
進
し
た
と
は
い
え
、
近
代
西

洋
の
エ
ー
ト

ス
を
疑
問
の
余
地
の
な
い
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
だ
と
ウ

ェ
ー
バ
ー
が
考
え
て

い
た

わ
け
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
実
は

『
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
の

倫

理
と

資
本
主

義

の
精
神
』
（
以
下

『
プ

ロ
倫
』
と

略
記

す

る
）

の

末
尾
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（
Ｒ
Ｓ
　
Ｉ
　
２
０
３
-
２
０
４
,
大
塚
訳
三
六
四
～
三
六
六
頁
）
を
読
め
ば
容
易
に
見
て
と
る

こ

と
が

で

き

る

。

そ

こ

で

は
次

の
よ

う

に
述

べ

ら

れ

て

い

た
。

カ

ル
ヴ

ィ

ニ

ズ

ム
・

ピ

ュ
ー

リ

タ

ニ
ズ

ム

の
信

念

は

近

代

資

本

主

義

を

促

進

す

る

エ

ー

ト

ス
を

産

み

出

し

た

の
だ

が

、

そ

の
宗

教

的

信

念

自

体

は

次

第

に
消

え

て

い
き

、

ま

た

一
方

で

、

こ

の

エ
ー

ト

ス
が

作

り

出

し

た

近

代

資

本

主

義

の

シ

ス
テ

ム

は
次

第

に

人

間

を

閉

じ

込

め

拘

束

す

る

よ

う

な

「
鋼

鉄

の

如

く

堅

固

な

殼

（
ｓ
ｔ
ａ
ｈ
ｌｈ
ａ
ｒ
ｔｅ
ｓ
　
Ｇ
ｅ
ｈ
ａ
ｕ
ｓ
ｅ
）
」

と

な

り

、

こ

の

「
殼

」

の

中

で

人

間

は
、

思

い
あ

が

っ
て

は

い

る

が

所

詮

無

力

な

「
精

神

な

き

専

門

人

・
人

情

な

き

享

楽

人
」
―
―
こ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
の
「
末
人
（
ｌ
ｅ
ｔ
ｚ
ｔ
ｅ
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
）
」
を
ウ
ェ
ー

バ
ー

が

言

い

換

え

た

表

現

で

あ

る

―

へ

と

な

り

さ

が

る

危

険

性

を

帯

び

て

い

る
。

こ

の

よ

う

な

ヴ

ィ

ジ

ョ
ン

を

提
示

し

た

ウ

ェ
ー

バ

ー

が

こ

の

文

化

を

ポ

ジ

テ

ィ

ヴ

に
見

て

い

た

と

は

と

て

も

考

え

ら

れ

な

い

。

こ

の

よ

う

に

カ

ル

ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
・
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
”
帰
結
”
と
い
う
一
点
だ
け
か
ら
も
、

近

代

西

洋

文

化

の

問

題

性

は
照

射

で

き

る

の

で

あ

る
。

ニ

ー

チ

ェ

思

想

と

ウ

ェ

ー

バ

ー

と

の

近

さ

に
着

目

す

る
近

年

の

研

究

は

こ

の

点

を

強

調

し

て

き

た
。

こ

の

ル

ー

ト

か

ら

ウ

ェ
ー

バ

ー

の

近

代

批

判

を

論
じ

る

こ

と

も

可

能

で

あ

る

。

し

か

し

、

本

稿

で

は

、

同

じ

く

ウ

ェ
ー

バ

ー

の

近

代

批

判

を

論

じ

る

と

し

て

も

、

ニ
ー

チ

ェ
と

の
近

さ

と

い

う

ル

ー

ト

か

ら

で

は

な

く

、

”
文

化
比

較

”

と

い
う

ウ

ェ
ー

バ

ー

特

有

の

営

み

を

ル

ー

ト

と

し

て

ア

プ

ロ
ー

チ

し

て

み

た

い

と

考

え

て

い

る

。

ウ

ェ
ー

バ

ー

の

近

代

批

判

の

中

で

、

ニ

ー

チ

ェ
思

想

と

の
近

さ

と

い

う

こ

と

で

収

ま

ら

な

い
議

論

は
、

ほ

か

な

ら

ぬ

こ

の

文

化
比

較

と

い
う

ニ
ー

チ

ェ

に

は

な

い

ウ

ェ

ー

バ

ー

の
営

み

と

結

び
付

い

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以

下
で
は
、
カ
ル
ヴ
ィ

ニ
ズ
ム
的

・
ピ
ュ
ー
リ

タ
ニ
ズ
ム
的
エ
ー
ト
ス
の

も
つ
三
つ
の
特
性
に
着
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て

近
代
西

洋
以
外

の
文
化

の
立
場
か
ら
対
照
さ
せ
て
明

ら
か
に
し
て

い
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
を
掘
り

起
こ
し
て
み

た
い
。

二
　

差

別

主

義
／

普

遍

主

義

的

同

胞

愛

第
一
に
、

差
別
主
義
と
普
遍

主
義
的
同
胞
愛
と
の
対
照

に
着
目
し
て
み
る
。

『
プ
ロ
倫
』
の
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
論
の
中
の
一
節
（
R
S
 
Ⅰ
 
1
2
0
,
 
大
塚
訳
二

〇
七
～
二
〇
八
頁
）

に
よ

れ
ば
、
世
俗
を
超
え

た
修
道
院
と

い
う
場
を
も

つ

カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
、
宗

教
的

に
価
値
の
高
い
修

道
士
の
生
き
方
と
そ
れ
に
及

ば
な
い
世
俗

の
平
信

徒
と
い
う
対
照
性
が

あ
り
、
こ
れ

は
確

か
に
一
種

の

「
宗
教
的
貴

族
制
」

だ
っ
た
。
し
か
し
、
ル

タ
ー
以
降

の
宗
教
改

革
は
、
世

俗
生
活

よ
り

も
修
道
院
の
方
が
宗
教
的
に
価
値
が
高

い
と

い
う
よ
う
な
見
解

を
否

定
し
た
。

あ
る
意
味
で

「
貴
族
制
」
か
ら

”民
主
制
”

に
移
行
し
た
と

い
っ
て

も
よ

い
。
だ
が
民
主
制
で
あ
る
か
に
見
え
て

い
た

に
も

か
か
わ
ら
ず
、

そ
こ
に
は
新

た
な

「
貴
族

制
」

が
う
ま
れ
て
い

た
。

カ
ル

ヴ
ィ

ニ
ズ

ム
の

「
予

定
説
」

に
基
づ

い
て
、
救
わ
れ

る
こ
と
が
神

に
よ

っ
て
予

定
さ
れ
て

い

る
人

々
と
救

わ
れ
な

い
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
る
人
々
と
が
不
気
味
な
深
淵

に
よ

っ
て
隔
て
ら
れ
て

い
る
、
そ
う
い
う
貴
族
制
で
あ
る
。

救
わ
れ
る

か
救
わ
れ

な
い
か
は
す
で

に
予
定
さ
れ
て
い
る
、
し
た
が
っ
て

人
が
現
世
で
何

か
を
す
れ
ば
そ
れ
に
対

応
し
て
自
分
の
運

命
が
変
わ
る
と

い
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う
こ
と

は
あ
り
え
な

い
、
と

カ
ル
ヴ

ィ
ニ
ズ
ム
で

は
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は

神

の
至
上
性

を
と
こ
と

ん
高
め
た

カ
ル
ヴ

ァ
ン
の
思
想

の
帰

結
だ

っ
た
。

ち

っ
ぽ
け

な
存
在

に
す
ぎ
な

い
人
間

に
自
分

の
運
命
を
変
更
す
る
力
が
あ
る

と

い
う
の
は
不
遜
な
考
え
だ
と
見
な

さ
れ

た
。

で

は
自
分

は
い
っ
た
い
救

わ
れ

る
方

に
予

定
さ
れ
て

い
る
の
か
ど
う

か
と

い
う
切

実
な
疑
問

を
信
者

は
抱
く
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
自
身

は
、
救
わ
れ
る
た

め

に
善
行

を
す
る
こ
と

に
は
効
力
が
な

い
と
考
え
て

い
た
が
、
し
だ
い

に
、
善

行

は
救
い
の
条
件
で

は
な

い
と
し
て
も
、
救

い
に
至

る
人

は
善
行
を
し
て

い

な
い
は
ず

は
な
く
、
罪
を
犯
し
て

い
る
は
ず

は
な
い
、
と
考
え
ら
れ

る
よ
う

に
な
っ
て

く
る
。
自
分
が
自
分
を
救

わ
れ

る
運
命

に
あ
る
と
確
信
す
る
た

め

に
は
罪

を
犯

さ
ず

た
え
ず
善
行
を
繰
り
返
す
し

か
な

い
。

カ
ト
リ

。
ク
に

は
、

罪

を
犯
し
て

も
教
会
で
告
白
し
て
悔

い
改

め
れ
ば
司
祭
が
と
り
な
し
て
罪
を

ゆ

る
し
て

く
れ
る
と
い
う

シ
ス
テ

ム
が
あ

っ
た
が
、

カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
は
聖

職

者
に
罪
の
ゆ
る
し
の
権
限
が
あ

る
と
は
認

め
な
い
。
し

た
が

っ
て
、

い
っ

た
ん
罪
を
犯
せ
ば
、
も
は
や

と
り

か
え
し
が

つ
か
な
い
。
こ

の
こ
と

は
、

カ

ル
ヴ

ィ
ニ
ス
ト
が
自
己
の
生
活

を
隅

々
ま
で

自
ら
チ

エ

″
ク
し
て
、

結
果

的

に
統
一
的
な
首
尾
一
貫

し
た
生
き

方
を
形

成
し
て

い
く
の
を
促
し

た
。

罪
が
な
い
よ
う
に
絶
え
ず

注
意
を
払
い
な
が
ら
生
活
し
て

い
く

カ
ル
ヴ
ィ

ニ
ス

ト
の
生
き
方
の
背
後
に
は
、
深

刻
な
不

安
と
緊

張
が
み

な
ぎ

っ
て

い
た
。

こ

の
不

安
と
緊
張

は
自
分

の
生

き
方

に
目

を
光
ら
せ

る
だ
け
で

は

す
ま

な

か

っ
た
。
他
人
が
罪
を
犯
し
た
場

合
に
は
、
こ
の
他
人
を
救
わ
れ
ざ
る
者
の

一
人
だ
と
確
信
し
隣
人
た
ち
は
彼
を
軽
蔑
し
憎
悪

す
る
。
い
わ
ゆ
る

。罪

を

憎
ん
で
人
を
憎
ま
ず
”
と

い
う
よ
う
な

人
間

観
は
消
え
て

い
き
、
「
罪
人
」

は
憎
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
差
別
主
義
を
目
の
当
た
り
に
す

る
と
き
、
我
々
は
キ
リ
ス
ト

教
が
本
来
、
敵
を
も
愛
す
と
い
う
普
遍
主
義
的
同

胞
愛
を
説
い
て

い
た
こ
と

と
の
対
照
性
を
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
ま
た
こ
の
対

照
性
に

注
意
を
喚
起
し
て
い
る
（
R
S
 
Ⅰ
 
5
4
6
,
 
5
4
9
,
 
大
塚
ほ
か
訳
一
一
六
、
Ⅰ
二
二

頁
）
。
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
差
別
主
義
に
対
す
る
対
照
項
と
な
る
普
遍
主
義

的
同
胞
愛

に
つ

い
て
は
、
『
中
間

考
察
』

な
ど
で
そ

の
展
開

と
そ
れ
が
世

俗

の
諸
領
域
と
の
間
に
軋
轢
を
も
つ
こ
と
が
考
察
さ
れ
て

い
る
。

差

別

主

義

と

普

遍

主

義

的

同

胞

愛

と

い

う

問

題

を
、

今

は

”
カ

ル
ヴ

ィ

ニ

ズ

ム

・
対

・
イ

エ

ス
の

山

上

の

説

教

”

と

い

う

構
図

で

指

摘

し

た

が

、

ウ

ェ

ー
バ

ー

は
さ

ら

に
別

の

見

方

を

も

っ
て

い

る

。

そ

れ

は
、

イ

エ

ス
の

山

上

の

説

教

自

体

が

一

方

で

は

普

遍

主

義

的

同

胞

愛

を

説
き

、

同

時

に

他

方

で

は

差

別

主

義

を
説

い
て

い

た
、

と

い

う
見

方

で

あ

る

。

と

い
う

の
は

、

イ

エ

ス
は

誰

に
対

し
て

も

愛

を

向

け

る
こ

と
を

説

き

な

が

ら

も

、

そ

う

い
う

生

き

方

を

し
て

い

る
人

間

と
そ

れ

が

で

き

な

い
人

間

と

を

明

確

に

「

差
別

」

し

て

い

た

か

ら

で

あ

る

（
Ｗ

Ｇ
３
８
０

，
武
藤
ほ

か
訳
三
三
五
頁
）
。

さ
ら

に
、

こ

の

「
差

別

」

を

古
代

イ

ス

ラ

エ
ル

の

思

想
以

来

の
も

の
と

考

え

る

こ

と

も
で

き

る

だ
ろ

う
。

旧

約

聖

書

の

思

想

は

、

神

に

忠

実

な
人

間

は

恩

恵

を

受
け

、
神

に
背

く

人

間

に

は

罰

が
下

る

と

い

う
基

本

的

な
図

式

を
も

っ
て

い

た

か

ら
で

あ

る
。

以

上

、

カ

ル

ヴ

ィ

ニ
ズ

ム
が

差
別

主

義
を

含

ん
で

い

る

こ

と

、

イ

エ

ス

の

普

遍

主

義

的

同

胞
愛

が

そ

れ

と
対

照

さ

れ

る
こ

と

、

キ

リ

ス

ト

教

に

お
け

る
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差

別

主

義

と

普

遍

主

義

的

同

胞
愛

と

の
相

克

・
共

存

と

い

う
問

題

に

つ

い
て

ウ

ェ

ー
バ

ー

の
見

解

を

探

っ

て
み

た
。

三
　

行

為

／

思

索

第

二

の

問

題

と

し

て

、

世

界

の

意

味

を

問

題

化

す

る
か

否

か
と

い
う

論

点

に

着

目

し

て

み

た

い

。

『
プ

ロ
倫

』

の

中

で

ウ

ェ
ー

バ

ー

は
、

ピ
ュ

ー

リ

タ

ン
は

、

ユ
ダ

ヤ
人

の

場

合

と
同

様

に

「
神

義

論

」

の

問

題

や

人

生

や

世

界

の

「
意

味

」

の

問

題

を

排

除
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
R
S
 
Ⅰ
 
1
0
1
,
 
 
大
塚
訳
一
六
七
頁
）
。
「
ユ
ダ

ヤ

人

の

場

合

と

同

様

に
」

と

い

わ

れ

て

い

る
よ

う

に

、

ウ

ェ

ー

バ

ー

は

、

ピ

ュ

ー

リ

タ

ニ
ズ

ム
の

み

な

ら

ず

古
代

イ

ス

ラ

エ

ル

の
思

想

に

お

い

て

も
、

世
界

の
意

味

と

い
う

よ

う

な
問

題

に

つ

い
て

考

え

る
こ

と
自

体

が
極

力

回
避

さ
れ

て

い

た
と

見

な

し

て

い

る
。

こ

れ

は
、

世

界

の

意

味

づ

け

が

そ
こ

に

な

い
と

い
う

こ

と

で

は

な

い
。

む

し

ろ
厳

然

と

し

て

意

味

づ
け

が

そ
こ

に

あ
り

、

そ
れ

に
疑

問

を

さ
し

は

さ

ん

だ

り
改

め
て

考

え

直

し

て

み

た
り

す

る
こ

と
が

封
じ

込

め
ら

れ

て

い

た
と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

ウ

ェ
ー

バ

ー

の

『
古

代

ユ
ダ

ヤ
教

』

に
よ

れ

ば

、

古

代

イ

ス
ラ

エ

ル

の
宗

教

思

想

に

は

、

神

が

世

界

を

動

か
し

て

い

る

の

で

あ

っ
て

、

か

つ

ま

た
、

神

の

意

志

は

人

間

に

と

っ
て

理

解

可

能

だ

と

い

う

前
提

が

あ

っ
た

。

し

た

が

っ

て

そ

こ

で

は

神

の

意

志

い

か

ん

を

問

題

と

し

そ

れ

に

従

っ
て

行

為

す

る

こ

と

が

大

事

な

の
で

あ

っ
て

、

神

を

超

え

た

世
界

の
原

理

と

か

そ

も

そ
も

苦

難

一

般

は

な
ぜ

あ

る

の

か
と

い

う

よ

う

な
形

而

上

学

的
な

問

題

は
議

論

に

な

ら

な

か
っ
た
（
R
S
 
Ⅲ
 
３
２
９
-
３
３
２
,
 
,
内
田
訳
七
五
四
～
七
六
二
頁
）
。
世
界
や
人
生
の

そ

も

そ

も

の

「

意

味

」

に

つ

い

て

考

え

込

ま

な

い

と

い

う

こ

と

を

ウ

ェ

ー

バ

ー

は

「

心

の

問

題

に

つ

い

て

の

力

の

節

約
　

（
ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｉｓ
ｃ
ｈ
ｅ

Ｋ
ｒ
ａ
ｆ
ｔ
ｅ
ｏ
ｋ
ｏ
ｎ
ｏ
ｍ
ｉ
ｅ
）
」
（
Ｒ
Ｓ
　
Ⅲ
　
３
３
２
,
内
田
訳
七
六
一
頁
）
と
も
表
現
し
て

い

る

。

古

代

イ

ス

ラ

エ

ル

の

場

合

と

同

様

に

、

ピ

ュ

ー

リ

タ

ニ

ズ

ム

に

つ

い

て

も

、

こ
の
「
力
の
節
約
」
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
指
摘
す
る
（
R
S
 
Ⅰ
 
１
０
１
,
大
塚
訳
一

六

七

頁

）
。

そ

し

て

、

ピ

ュ

ー

リ

タ

ン

が

世

界

の

究

極

的

意

味

を

自

ら

問

う

こ

と

を

放

棄

す

る

姿

勢

を

ウ

ェ

ー

バ

ー

は

「
幸

福

な

偏

狭

さ

（
ｇ
ｌ
ｉｉｃ
ｋ
ｌｉｃ
ｈ
ｅ

Ｂ
ｏ
ｒ
ｎ
ｉ
ｅ
ｒ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
）
　
」
（
W
G
3
3
2
,
 
武
藤
ほ
か
訳
二
二
〇
頁
、
R
S
 
Ⅰ
 
5
3
9
,
 
大
塚
ほ

か

訳

一
〇

五

頁

｝

と

形

容

し

て

い

る

。

こ

の

表

現

に

は

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

皮

肉

が

込

め

ら

れ

て

い

る

。

世

界

や

生

の

意

味

を

問

う

と

い

う

よ

う

な

い

わ

ば

”
無
駄
”
な
試
み
を
一
切
放
棄
し
て
ひ
た
す
ら
神
の
命
じ
る
ま
ま
に
行
為
を

す

る

、

世

界

に

働

き

か

け

る

、

こ

の

態

度

は

人

類

史

上

比

類

な

い

近

代

化

を

達

成

し

た

。

こ

の

成

果

じ

た

い

は

ポ

ジ

テ

ィ

ヴ

に

評

価

さ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

そ

れ

は

、

世

界

や

生

の

意

味

を

問

う

姿

勢

を

犠

牲

に

し

て

き

た

ひ

き

か

え

に

ほ

か

な

ら

ず

、

い

わ

ば

目

隠

し

を

し

た

ま

ま

が

む

し

ゃ

ら

に

走

っ

て

き

た

成

果

な

の

で

あ

る

。

実

は

、

ウ

ェ

ー

バ

ー

は

、

そ

の

宗

教

社

会

学

の

中

で

人

間

の

「
意

味

〈
S
i
n
n
）
」
追
究
の
営
み
に
中
心
的
位
置
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
「
意
味
」

と

は

、
「

世

界

」

一

般

の

意

味

、
「
生

」

の

意

味

、

お

よ

び

そ

こ

に

お

け

る

自

己

の

位

置

づ

け

を

内

容

と

し

、

知

的

・

理

論

的

欲

求

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る

エーバーの比較思想的視座近代西洋のエートスを 相対化す るウ77



と

と

も

に

、
実

践

的
な

自

己

定

位

の
基

盤

で
も

あ

る
。

ア

ジ

ア
、

と

く

に

イ

ン

ド
で

は

、

高

貴

な

知

識

人

が

ひ

た

す

ら

世
界

や

人
生

の

「
意

味

」

を

追

究

し

た

と

い

う

こ

と

を

ウ

ェ
ー

バ

ー

は

そ

の

イ

ン
ド

論

『
ヒ

ン

ド

ゥ

ー

教

と

仏

教
』
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
Ｒ
Ｓ
　
Ⅱ
　
３
６
４
-
３
６
５
（
深
沢
訳
四
六
二
～
四

六
四
頁
）
。

世

界

や

生

の

意

味

に

つ

い

て

の

思

索

が

イ

ン

ド

で

は

徹

底

し

て

遂

行

さ

れ

て

い

た

の

に

対

し

て

、

古

代

イ

ス
ラ

エ
ル

と

ピ

ュ

ー

リ

タ

ニ
ズ

ム

で

は

こ

う

し

た
意

味

に

つ

い

て

の

思

索

が

封

じ

込

め

ら

れ

て

い

た

。

カ

ル

ヴ

ィ

ニ

ズ

ム
的

・
ピ

ュ
ー

リ

タ

ニ
ズ

ム
的

な

生

き

方

は

、

世

界

の

意

味

を

根

本

的

に
問

う

イ

ン
ド

知

識

人

の

視

点

か
ら

見

れ

ば

、

何

か

に

と

り

つ

か

れ

た

か
の

よ

う

に
あ

く

せ

く

と

生

活

し

て

い

る
の

み

で

、

そ

の

「
何

か

」

に

つ
い

て

問

う

こ
と

を

タ
ブ

ー

視

す

る
と

い
う

き

わ

め
て

奇

妙

な

姿

と

し

て

映

ら

ざ

る
を

え

な

い
。

実

は

、
「
神

義

論

」

に

つ

い
て

は

、

カ

ル

ヴ

ィ

ニ
ズ

ム
も

イ

ン

ド

の

業

の

教
説

も

い
ず

れ

も

首

尾

一
貫

し

て

解

決

さ

れ
て

い

る
と

ウ

ェ

ー

バ

ー

は
見

て

い

る

の

だ

が

、

カ

ル

ヴ

ィ

ニ
ズ

ム
の

場

合

は

、

そ
れ

以

上

「
意

味

」

を

問

わ

せ

な

い

と

い

う

形
で

の

”
解

決

”

を

与

え

て

い

る

に

す

ぎ

な

い
。

意

味

問
題

に

つ

い

て

の

バ

ッ
ク

グ

ラ

ウ

ン
ド

が

全

く

対

照

的

だ

っ
た

の

で

あ

る

。

四
　

専

門
／

教

養

第
三

に
、
専
門
の
活
動
へ
の
専
念
と
多
面
的
教
養
と

い
う
問
題
に
つ

い
て

考
え
て
み
た

い
。

ウ
ェ
ー
バ

ー
は
『
プ

ロ
倫
』

の
最
後

に
近

い
と
こ
ろ
で
、
ゲ

ー
テ
の
作
品

を
意
識
し
つ
つ
、
す
で

に
時
代

は
全
面
性
の
時
代

か
ら
専
門
性
の
時
代
へ
と

移
っ
て
き

た
の
で
あ
り
、
現
代

に
生
き
る
人
間
は
、
全
面
性
を
断
念
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
R
S
 
Ⅰ
 
2
0
3
,
 
大
塚
訳
三
六
四
頁
）
。

『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ

ス
タ
ー
の
遍
歴
時
代
』
と

い
う
作
品

は
、
『
ヴ

ィ

ル

ヘ
ル

ム
・
マ
イ

ス
タ
ー
の
修
行

時
代
』
の
続
編
と
し
て

書
か
れ

た
ゲ
ー
テ

晩
年
の
作
品
で

あ
る
。
登
場
人
物
の
台
詞
あ

る
い
は
列
挙
さ
れ
た
箴

言
を
通

し
て
こ
の
作
品
が
我
々
に
訴
え
か
け
て

く
る
の
は
、
多
面

的
あ
る
い
は
普
遍

的
な
知

識
・
教
養

よ
り
も
、

一
つ
の
特
殊
な
活
動

（
た
と
え

ば
手

仕
事

な

ど
）
を
通
し
て
世
の
中
の
役
に
立
つ
よ
う
な
生
き
方
を
尊
重
す
る
と
い
う
姿

勢
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
ヴ

ィ
ル

ヘ
ル

ム
・
マ
イ

ス
タ
ー
の
修
行
時
代
』
で

、

自
分
の
進
む
べ
き
道
が
商
売
な
の
か
演
劇
な
の
か
迷
い
な
が
ら
さ
ま
よ
い
、

ま
た
生
涯
の
伴
侶
に
つ

い
て
も
揺
れ
動
い
て

い
る
主
人
公
ヴ
ィ
ル

ヘ
ル
ム
の

彷
徨
の
姿
か
ら
の
脱
皮
・
自
己
克
服
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
パ
ラ
レ
ル

な
展
開
が

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

に
も

読
み
取

れ
る
。
『
フ
ァ
ウ

ス
ト
』

の
主
人

公

は
、
味
気
な

い
学
問

の
世
界

に
嫌
気
が
さ
し
て

、
恋
愛

な
ど

の
人
生
の
快

も
苦
も
存
分
に
味

わ
い
た
い
と
願

っ
て

メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
と
契

約
を
結

ん
で
さ
ま
ざ
ま

な
境
遇

の
人
生
を
生
き
て
み
る
。
そ
の
主
人
公

の
最

後
の
姿

は
、
人
々
が
穏
や
か
に
暮
ら
せ
る
土
地

を
作
る
た
め
に
干

拓
を
指
揮
し
て

い

る
姿
で

あ

っ
た
。
人
々
の
役
に
立
つ
よ

う
に
実
際
的
活
動
に
専
念
す
る
と
い

う
生
き

方
を
晩
年

の
ゲ

ー
テ
は
尊
重
し
て

い
た
。

そ
し
て

こ

の
生

き
方

を

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
―
―
こ
こ
で
は
Ｓ
ｏ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
と
し
て
で
は
な
い
が
―
―
現
代
人

の
生
き
方
と
し
て
提
示
し
て

い
る
の
で

あ
る
。



専

門

の

活

動

へ

の

専

念

、

こ

れ

は

ウ

ェ

ー
バ

ー

が

晩

年

、
『
ベ

ル

ー

フ
と

し

て

の

学

問

』

な

ど

で

も

主

張

し

て

い

た
立

場

で

あ

っ
た

。

第

一

次

世

界

大

戦

で

敗

北

し

混

乱

す

る

ド

イ

ツ
の

中

で

、

と

く

に

若

者

た

ち

は

、

専

門

性

を

軽

蔑

し

「
体

験

」

を

求

め

る

と

い

う

、

い

わ

ば

フ

ァ
ウ

ス

ト

が

メ

フ

ィ

ス
ト

フ

ェ
レ

ス

と

の

契

約

に

走

っ
た

の

と

同

じ

よ

う

な

欲

求

を

抱

い

て

い

た

。

こ

の

風

潮

に
対

し

て

、

地

道

な

専

門

の

活

動

に

徹

し

、

事

柄

に

即

す

る

こ

と

（
Ｓ
ａ
ｃ
ｈ
ｌ
ｉｃ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉｔ
）

を

ウ

ェ

ー

バ

ー

は

主

張

し

た

。

真

の

個

性

は
、

個

性

的

た

ろ

う
と

す

る

う
わ

つ

い

た
態

度

か

ら

で

は

な

く

、
自

分

の
専

門

に

徹

す

る

と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と
彼
は
言
う
「
Ｗ
Ｌ
５
８
８
-
５
９
２
，
尾
高
訳
ニ
一
～
二
九
頁
）
。

冒

頭

に

も

述

べ

た
よ

う

に
、
『
プ

ロ
倫

』

の
末

尾

で

、

ニ

ー

チ

ェ
の

「
末

人

」

を

意

識

し

つ

つ

ウ

ェ
ー

バ

ー

は

「
精

神

な

き

専

門

人

」

を

批

判

し

て

い

る
が

、

こ

れ

は

あ

く

ま

で

も

「
精

神

な

き

専

門

人

」

を

批

判

し

て

い

る

の

で

あ

っ
て

、

「
専
門
人
」
じ
た
い
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
（
R
S
 
Ⅰ
 
2
0
4
,
 
大
塚
訳

三
六
六
頁

）
。

こ

の

よ

う

に

、
専

門

性

に

徹

す

る

生

き

方

を

尊

重

す

る

姿

勢

は

ウ

ェ

ー
バ

ー

の

叙

述

の

中

か
ら

い

く

つ

も

拾

う

こ

と

が

で

き

る

。

し

か

し

、

そ

の

よ

う

な

生
き

方

へ

の
疑

問

を

投
げ

か

け

る

視

線

は

ウ

ェ
ー

バ

ー

に

な

か

っ
た

の

だ

ろ

う

か
。

明

示

的

な

言

及

は

な

い
。

し

か
し

、

彼

が
三

十

歳

代

で

精

神

の
病

い

に

お

か
さ

れ

て

い

た

と

き

、

そ

れ

ま

で

あ

ま
り

に
も

仕
事

に

の

め
り

込

ん
で

ば

か

り

い

た

自

分

の

生

き

方

を

反

省

す

る
表

白
が

あ

る
。

妻

あ

て

の

手

紙

で

彼

は

こ

う

述

べ

る
。

「
私

の

病

的

な

素

質

は

、

過

ぎ

去

っ
た

歳

月

の

間

、

な

に

か

の

お

守

り

（
T
a
ｌ
ｉ
ｓ
ｍ
ａ
ｎ
）
に
必
死
に
し
が
み
つ
く
よ
う
に
学
問
的
な
仕
事
に
痙
攣

的
（
ｋ
ｒ
ａ
ｍ
ｐ
ｆ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
）
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
―
―
そ
れ
が
何
か
ら
身

を
守
る
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
―
―
と
い
う
こ
と
に
現
れ
て
い

た

」
〈
Ｌ
Ｂ
　
２
４
９

，
大
久
保
訳
一
八
九
頁
）
。

仕

事

を

し

て

い

れ

ば

安

心

で
き

る

と

い
う

一
種

の

自
己

欺

瞞

的

な

生

き

方

が

反

省

さ
れ

て

い

る

。
数

年

後
、

幸

い

に
し

て

病
気

が

快

方

に
向

か

い
仕

事

に

復
帰
で
き
た
後
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
―
―
自
ら
の
生
き
方
と
だ
ぶ
っ
て
見
え
る

カ

ル
ヴ

ィ

ニ

ズ

ム
的

エ
ー

ト

ス
の

由

来

を

探

る

『
プ

ロ
倫

』

を

執

筆

す

る

と

と
も
に
―
―
そ
れ
ま
で
は
無
視
あ
る
い
は
過
小
評
価
し
て
い
た
芸
術
活
動
な

ど

に
理

解

を

示

す

よ

う

に
な

る

。

自
己

を

一
面

性

に

閉

ざ

し

て

い

る

こ

と

に

は

危

険

が

あ

り

、

多

面

的

な

世
界

に
自

分

を

開

く

こ

と

が

必
要

な

こ

と
を

彼

は

病

気

を

機

に

身

を

も

っ
て

自

覚

し

た

の
で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

る
。

さ

て

、

専

門

人

と

し

て

の

生
き

方
と

多

面

的

教

養

を

習

得

し

て

い

く
生

き

方

と

を

対

照

さ

せ

て

相

互

相
対

化

さ
せ

て

い
る

論

点

が

ウ

ェ
ー

バ

ー

の
中

国

論
『
儒
教
と
道
教
』
の
中
に
う
か
が
え
る
（
R
S
 
Ⅰ
 
4
4
9
,
 
木
全
訳
二
六
八
～

二
六
九
頁

）
。

そ

こ

で

ウ

ェ
ー

バ

ー

は
、

中

国

の

君
子

の
理

想

像
を

「
全

面

的

な

自

己

完

成

」

と

捉

え

て

い

る
。
「
君

子

」

の

理

想

は

「
全

面

性

（
Ａ
ｌ
ｌｓ
ｅ
ｉｔ
ｉｇ
ｋ
ｅ
ｉｔ
）　ｊ

に

あ

っ
て
、

職

業

上

の

専

門
性

へ

の
自

己

限

定

は
拒

絶

さ
れ

た
。
「
君

子

は

器

な
ら

ず

」

と

い

う

『
論

語

』

の

言
葉

を

ウ

ェ

ー

バ

ー

は
君

子

は

自

己

目

的

で

あ

っ
て

、

道

具

の

よ

う

に
な

ん

ら

か

の

特

殊

な

目
的

の

た

め
の

た

ん

な

る
手

段

で

は

な

い

、

と
受

け

と

り

、

そ

れ

が
禁

欲

的
プ

ロ

－ バーの比較思想的視座｜　近代西洋のエ ートスを相対化するウェ79



テ
ス

タ
ン
テ

ィ
ズ
ム
の
「
ベ

ル
ー
フ
」

理
念
と
は
全
く
対
照
的
だ
と

指
摘
し

て
い

る
。

人
間

の
多
面

性
と
専
門
性
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
の
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
基
本

的
な
ス
タ
ン
ス
は
、
専
門
性
を
現
代
人
の
宿
命
と
し
そ
の
積
極
的
意
義
を
確

信

す

る
も
の
だ

っ
た
。
し

か
し
、

専
門
人

と
い

う
生
き

方

は
、
一

方

で

は

「
精
神
な
き
専
門
人
」
と
い
う
、

い
わ
ば
機
械

の
全
体

性
を
わ
き
ま
え

な

い

で
機
械
の
歯
車
と
い
う
部
分
性
に
安
住
す
る
人
間

へ
と
な
り

は
て

る
危
険
を

は
ら
み
、
ま
た
他
方
で
は
、
多
面
的
世
界

へ
の
自
己

の
自
然

な
つ

な
が
り

を

断
ち
切
る
こ
と

に
よ

っ
て
自
己
の
精
神
を

あ
や
う
く
し
か
ね
な
い
と

い
う

二

つ
の
危
険
性
を
も
つ
こ
と
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
自
覚
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

多
面
的
な
教
養

に
よ

っ
て
人
間
性
を
養

う
と
い
う
立
場
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に

と

っ
て
、
専
門
人
と

い
う
生
き
方

を
相
対
化

・
問

題
化
す
る
一
つ
の
拠
点
と

し
て
働

い
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

五
　

結

以

上
、

カ
ル
ヴ

ィ
ニ
ズ

ム
的

エ
ー
ト
ス
が
も

つ
三

つ
の
特
質
を
、
そ
れ
と

対
照
的
な
生
き
方
と
と
も

に
見
て
き

た
。
さ

ま
ざ

ま
な
文
化

の
中

に
見

い
だ

さ
れ

た
人

生
観

は
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て

、
西

洋
の
近
代
化
を
推
進
し

た

カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
・
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の

エ
ー
ト
ス
の
問
題
性

を
照
射
し

て
く

れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
上
述

の
よ
う
に
、
第
一
に
、
イ
エ
ス
の
普
遍

主

義

的
同

胞
愛
の
理
念
と

比
ベ
て
み

る
と
、

カ
ル
ヴ

ィ

ニ
ズ

ム
は
救

わ
れ

る

人

々
と
救
わ
れ
な
い
人
々
と
に
生
ま
れ
る
前
か
ら
神
に
よ

っ
て
選

り
分
け

ら

れ
て
い
る
と
考
え

る
点
で

差
別
主
義
だ
と
い
え
る
。
第
二
に
、
イ

ン
ド
の
知

識
人
の
、
世
界
や
生
の
意
味
に
つ
い
て

の
徹
底
し

た
思
索
に
比

ベ
る
と
、

カ

ル
ヴ

ィ
ニ
ズ

ム
は
神
に
命
じ
ら
れ
た
行

為
の
遂
行

を
も

っ
ば
ら
優
先
し

た
た

め
に
そ
の
よ
う
な
意
味

に
か

か
お
る
思
索
を
封
じ
込

め
て
い
た
。
第
三

に
、

中
国

の
儒
教
で

は
、
人
格
形
成
の
た
め
に
歴
史

や
文
学
を
通
じ
て
多
面

的
な

教
養
を
習
得
す

る
こ
と
が
美
徳
と
さ
れ
て
い
た
が
、
カ
ル
ヴ
ィ

ニ
ズ

ム
は
、

各
自

の
専
門

の
職
業
を
通
じ
て

の
社
会
貢
献
を
神
か
ら

の
命
令
と
し
て
重
視

す
る
あ
ま
り

、
自
分

の
職
業

の
専
門
分
野
と
は
直
接
か
か
わ
ら
な

い
教
養
を

拒
絶
し
て

い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と

っ
て
、
近
代
西
洋
以
外

の
文
化
の
さ
ま

ざ
ま
な
立
場

は
、
そ
こ
で

は
近
代
資
本
主
義
を
促
す
エ
ー
ト
ス
が
生
ま
れ
な

か
っ
た
と
は
い
え
、

カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
的
エ
ー
ト
ス
の
問
題
性

を
浮
き
彫
り

に
し
て

く
れ
る
よ
う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
に
魅
力
的

な
立
場
だ
っ
た
。

つ
ま
り

、

ウ

ェ
ー
バ
ー
は
、
近
代
西
洋
以

外
の
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
を
研
究
し
な
が
ら
、

そ
こ

に
ポ

ジ
テ

ィ
ヴ
な
意
義
を
見
い
だ
し
、
近
代
西
洋
の

エ
ー
ト
ス
を
相
対

化
す
る
視
点
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
化
の
一
元
主
義
が
批
判
さ
れ
、

多
様

な
文
化
間

の
対
話
が
求

め
ら
れ
て

い
る
今
日
、
異
文
化
の

メ
リ

ッ
ト
を

理
解

し
、
そ
れ
に
照
ら
し

合
わ
せ
て
自
己

の
文
化
を
相
対
化
し
吟
味
す

る
と

い
う
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
比
較
文
化
的
な
倫
理
学
の
着
想
に
は
継
承

す
ベ
き
意
義
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ

う
か
。



註下

記

の

著

作

に

つ

い

て

は

次

の

よ

う

な

略

号

を

用

い

る

こ

と

に

す

る

。

略

号

の

後

に

付

し

た

数

字

は

頁

を

示

し

て

い

る

。

邦

訳

の

あ

る

も

の

に

つ

い

て

は

参

照

さ

せ

て

い

た

だ

い

た

が

、

訳

文

は

必

ず

し

も

そ

れ

ら

に

従

っ

て

い

な

い

。

Ｒ

Ｓ
:

　

Ｇ

ｅ

ｓ
ａ

ｍ

ｍ

ｅ
ｌ
ｔ
ｅ

　
Ａ

ｕ

ｆ
ｓ
ａ

ｔｚ
ｅ

　
ｚ

ｕ
ｒ

　

Ｒ

ｅ
ｌ
ｉ
ｇ

ｉｏ
ｎ

ｓ
ｓ
ｏ
ｚ

ｉ
ｏ

ｌｏ
ｇ

ｉ
ｅ
,
　

３

　

Ｂ

ｄ

ｅ
.
,
　

１

９
２
０
-

２

１
,

T
u
ｂ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
.

Ｗ

Ｇ

：
　

Ｗ

ｉｒ

ｔ
ｓ
ｃ
ｈ

ａ
ｆ
ｔ

　
ｕ

ｎ

ｄ

　
Ｇ

ｅ

ｓ
ｅ

ｌ
ｌｓ
ｃ

ｈ
ａ
ｆ

ｔ
，

　
５

．
　
Ａ

ｕ

ｆ
ｌ
.

，
　

１
９
７

６

，
　
Ｔ

ｕ

ｂ

ｉｎ

ｇ

ｅ

ｎ

．

W
L
：
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｌ
ｔ
ｅ
　
Ａ
ｕ
ｆ
ｓ
ａ
ｔ
ｚ
ｅ
　
ｚ
ｕ
ｒ
　
Ｗ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
ｓ
ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
ｅ
,
　
３
.
　
Ａ
ｕ
ｆ
ｌ
.
,
　
１
９
６
８
，

、１
　ｕ

ｏ

ｉｎ

ｇ

ｅ
ｎ
.

Ｌ

Ｂ
:

　

Ｍ

ａ
ｒ

ｉａ

ｎ

ｎ

ｅ

　
Ｗ

ｅ

ｂ

ｅ
ｒ

，
　
Ｍ

ａ
ｘ

　
Ｗ

ｅ
ｂ
ｅ
ｒ

　

Ｅ

ｉ
ｎ

　
Ｌ

ｅ
ｂ
ｅ
ｎ

ｓ

ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
,
　

１
９
２

６

， 　

Ｔ

ｕ

ｂ

ｉｎ

ｇ

ｅ

ｎ
.

大
塚
訳
　
　
：
大
塚
久
雄
（
訳
）
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義

の

精

神

』

（

一

九

八

九

年

、

岩

波

文

庫

）

木
全
訳
　
　

‥
木
全
徳
雄

（
訳
）
『
儒
教
と

道
教
』
（
一
九
七

一
年
、

創
文
社
）

深
沢
訳
　
　
‥
深
沢
宏
（
訳
）
『
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
』
（
二
〇
〇
二
年
、
東
洋
経

済
新
報
社
）

内
田
訳
　
　

‥
内
田
芳
明

（
訳
）
『
古
代

ユ
ダ
ヤ
教

（
上

・

中
・
下

）
』
（
一
九
九
六

年
、
岩
波
文
庫
）

大
塚

ほ
か
訳

‥
大
塚
久

雄
・
生
松
敬
三

（
訳
）
『
宗
教
社
会
学
論
選
』
（
一
九
七
二

年
、

み
す
ず
書
房
）

武
藤

ほ
か
訳

‥
武
藤

一
雄
・
薗
田
宗
人

・
薗
田
坦

（
訳
）
『
宗
教
社
会
学
』
（
一
九
七

六
年
、

創
文
社
）

尾
高
訳
　
　

‥
尾
高

邦
雄
（
訳
）
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
（
一
九
三
六
年
、
一
九
八

〇
年
改

訳
、
岩
波
文
庫
）

大
久
保
訳
　
‥
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
大
久
保
和
郎
訳
）
『
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
』
（
一
九
六
三

年
、
み
す
ず
書

房
）

（
１
）
　
Ｖ
ｇ
ｌ
.
　
Ｎ
ｉ
ｅ
ｔ
ｚ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
　
（
Ｋ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
a
m
ｔ
ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
）
　
Ⅵ
-
１
　
（
１
９
６
８
，

Ｂ

ｅ
ｒ

ｌ
ｉ
ｎ

）
,

手

塚

富

雄

（

訳

）

『

ツ

ァ

ラ

ト

ゥ

ス

ト

ラ

』

（

一

九

七

三

年

、

中

公

文

庫

）

、

二

三

～

二

四

頁

。

（

２

）
　

Ｖ

ｇ

ｌ
．
　
ｚ
.

Ｂ
.
　

Ｗ
.

　

Ｈ

ｅ

ｎ

ｎ

ｉ
ｓ
,
　
Ｍ

ａ
ｘ

　
Ｗ

ｅ

ｂ
ｅ
ｒ
ｓ

　
Ｆ

ｒ
ａ
ｇ

ｅ
ｓ

ｔ
ｅ
ｌ
ｌｕ

ｎ

ｇ

：
　
Ｓ

ｔ
ｕ

ｄ

ｉｅ
ｎ

　
ｚ
ｕ

ｒ

Ｂ

ｉｏ
ｇ

ｒ

ａ
ｐ

ｈ

ｉ
ｅ

　

ｄ
ｅ
ｓ

　

Ｗ

ｅ
ｒ

ｋ
ｓ

　
（

１
９
８

６
,
　

Ｔ

ｕ

ｂ
ｉ
ｎ

ｇ

ｅ

ｎ

）

［

雀

部

幸

隆

ほ

か
　

（

訳

）

『

マ

ッ

ク

ス

ー

ヴ

ェ

ー

バ

ー

の

問

題

設

定

』

（

一

九

九

一

年

、

恒

星

社

厚

生

閣

）

］
,

Ｄ

ｅ

ｌ
ｔ
ｌ
ｅ
ｖ

　

Ｊ
.
　

Ｋ
.

　

Ｐ
ｅ

ｕ

ｋ

ｅ
ｒ
ｔ
,
　

Ｍ

ａ
ｘ

　

Ｗ

ｅ
ｂ
ｅ
ｒ

ｓ

　

Ｄ

ｉａ

ｇ

ｎ
ｏ

ｓ
ｅ

　

ｄ
ｅ
ｒ

　

Ｍ

ｏ

ｄ
ｅ
ｒ
ｎ

ｅ

（
１
９
８
９
,
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
）
［
雀
部
幸
隆
ほ
か
（
訳
）
『
ヴ
ェ
ー
バ
ー
　
近
代
へ
の
診

断

』

（

一

九

九

四

年

、

名

古

屋

大

学

出

版

会

）

］

・

（

３

）

「

力

の

節

約

」

と

い

う

言

葉

は

、

ウ

ィ

リ

ア

ム

・

ジ

ェ

ー

ム

ズ

か

ら

の

借

用

だ

と

推

測

さ

れ

る

。

（

４

）
　

Ｊ
．

　

Ｗ
.

　

Ｇ

ｏ

ｅ
ｔ

ｈ
ｅ

，
　

Ｗ

ｉ
ｌ
ｈ

ｅ
ｌｍ

　

Ｍ

ｅ

ｉｓ

ｔ
ｅ
ｒ
ｓ

　

Ｗ

ａ
ｎ

ｄ
ｅ
ｒ

ｊ
ａ

ｋ
ｒ
ｅ
,
　

ｉｎ
:

　

Ｊ
ｏ
ｈ

ａ
ｎ

ｎ

Ｗ

ｏ

ｌｆ
ｇ

ａ

ｎ
ｇ

　

Ｇ

ｏ
ｅ

ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｓ
ａ

ｍ

ｔ
ｌ
ｉｃ

ｈ
ｅ

　

Ｗ

ｅ
ｒ

ｋ
ｅ

　

Ｂ

ａ
ｎ

ｄ

　

１
０

　
（

１
９
８

９
,
　

Ｆ

ｒ
ａ

ｎ

ｋ

ｆ
ｕ

ｒ

ｔ

a
m

　
Ｍ

ａ

ｉ
ｎ

）
。

山

崎

章

甫

（

訳

）

『

ヴ

ィ

ル

ヘ

ル

ム

・

マ

イ

ス

タ

ー

の

遍

歴

時

代

（

上

・

中

・

下

）
』

（

二

〇

〇

二

年

、

岩

波

文

庫

）

。

〈

５

）
　

Ｊ
．

　

Ｗ
.

　

Ｇ

ｏ

ｅ

ｔ
ｈ
ｅ
,
　

Ｆ
ａ

ｕ
ｓ

ｔ
,
　

ｉ
ｎ
:

　
Ｊ
ｏ

ｈ
ａ

ｎ

ｎ

　

Ｗ

ｏ

ｌｆ
ｇ

ａ

ｎ
ｇ

　

Ｇ

ｏ
ｅ

ｔ
ｈ
ｅ

　

Ｓ
ａ
ｍ

ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ

Ｗ

ｅ
ｒ

ｋ
ｅ

　
Ｂ

ａ

ｎ

ｄ

　

７
／
　１
　

（

１
９
９

４

， 　

Ｆ
ｒ
ａ

ｎ

ｋ

ｆ
ｕ

ｒ

ｔ
　
a
m

　
Ｍ

ａ

ｉｎ

）
｡
手

塚

富

雄

（

訳

）

『

フ

ァ

ウ

ス

ト

』

（

全

三

冊

、

一

九

七

四

～

一

九

七

五

年

、

中

公

文

庫

）
。

（

６

）
　

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

信

条

が

カ

ル

ヴ

ィ

ニ

ズ

ム

だ

っ

た

と

い

う

こ

と

で

は

な

く

、

ひ

た

す

ら

仕

事

に

の

め

り

こ

む

と

い

う

生

き

方

が

カ

ル

ヴ

ィ

ニ

ズ

ム

に

類

似

し

て

い

た

と

い

う

意

味

で

あ

る

。

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

属

す

る

ド

イ

ツ

文

化

は

ル

タ

ー

派

的

な

暢

気

さ

を

も

つ

点

で

禁

欲

的

プ

ロ

テ

ス

タ

ン

テ

ィ

ズ

人

と

は

異

質

だ

と

い

う

認

識

も

ウ

ェ

ー

バ

ー

に

は

あ

っ

た

（

Ｒ

Ｓ

　

Ｉ
　

１
２
７
-

１
２
８

，

大

塚

訳

ニ

ー

九

頁

）
。

〈

７

）

『

プ

ロ

倫

』

の

構

想

と

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

病

気

体

験

と

の

密

接

な

つ

な

が

り

に

つ

い

て

は

、

折

原

浩

『

ヴ

ェ

ー

バ

ー

学

の

す

す

め

』

（

二

〇

〇

三

年

、

未

来

社

）

第
一
章
第
一
～
三
節
、
参
照
。

（

よ

こ

た

・

み

ち

ひ

ろ

、

倫

理

学

、

電

気

通

信

大

学

助

教

授

）

エー バーの比較思想的視座81　1　近代西洋のエートスを 相対化す るウ
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