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社
会
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形
成
の

エ
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稲
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和

〈
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要
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全

体
は

「

宗
教
と

社
会

倫
理

の

学
問

的
方
法

論
」 、

「

宗
教
は

幸
福
な

社
会
に

ど

う

資
す
る

か
」 、

「

賀
川

豊
彦
の

宗
教
倫
理
と

宗
教
認
識

　
論
」

に

分
か

れ

る
。

「

宗
教
と

社
会
倫
理
」

を

学
問
的
か

つ

実
践
的
に

扱
う
た

め

に
、

従

来
の

宗
教
社

会
学
の

方
法
論
で

は

な

く
、

創
発
的
解
釈
学
と

　
呼
ば

れ
る

方
法

論
を

打
ち

出
す

。

こ

れ

は

科
学
と

宗
教
を
実

在
論
と

し

て

意
味
づ

け

る

哲
学
的
立
場
で

あ
る

。

次
に

功
利
主
義
倫
理
の

幸
福
概
念
は

市

　
場
主
義
に

行
き

着
か

ざ
る

を
得
な
い

こ

と

を

示
し
、

こ

れ
を
克

服
す
る

た

め

に

R
・

E
・

グ
ー

デ

ィ

ン

の

実
証
的
な

「

脱
生
産
主
義
モ

デ
ル
」

を

援
用

　
し

つ

つ
、

労
働

市
場
に

す
べ

て

の

エ

ネ
ル

ギ
ー

を

吸
い

取
ら
れ

な
い

で

「

自
由
に

な
る

時
間
」

を
増
や
し
環

境
配
慮
型

の

幸
福
な

社
会
の

形
成
と

宗
教

　
倫
理

と

の

関
係
を
示
す

。

日
本
で

こ

の

方

面
の

先
駆
的
働
き
を

し
た

賀
川
豊
彦
を

取
り
上

げ
、

そ

の

友
愛
の

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

ー
と

協
同
組
合
運

　
動
か

ら
、

連
帯
に

よ
る

市
民
社
会
形
威
の

モ

デ
ル

を
二

小

す
。

今

後、

儒
教
の

「

仁
」 、

仏
教
の

「

慈
悲
」 、

キ

リ
ス

ト

教
の

「

隣
人
愛
」

が

市
民

社
会

形

　
成
の

エ

ー

ト
ス

と

な
る

べ

き

こ

と

を
提
言
す
る

。

〈
キ
ー

ワ

ー

ド
▽
　
公

共
性、

幸
福、

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

ー、

四

世
界
論

、

脱
牛

産・
王

義
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「

宗
教
と

社
会
倫
理
」

の

学
問
的
方
法
論

　

宗
教
が

人

間
の

社
会
生

活
お

よ

び

幸
福
に

影
響
を

及
ぼ

す
こ

と

は

十
分
に

あ

り
得
る

。

し
か

し
、

前
近
代

、

封
建
社
会
な

ら

ば
と

も
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侶

か

く
、

近

代

社
会
に

お

い

て
、

そ
の

社

会
構
造
に

ま

で

宗
教
が

影
響
を

及
ぼ

す
と

考
え
る
こ

と

は

ど

う

な

の

だ

ろ

う
。

む

し

ろ

近

代

　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
　
　

25

は
、

啓
蒙
主

義
の

主
張
の

よ

う
に

、

“

宗
教
的
な

呪

縛
と
ヒ

エ

ラ

ル

キ

i
”

や

科
学
杓
知
識
以
前
の

“

蒙
昧
”

と

か

ら

解
き

放
た

れ

た
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、

と

こ

ろ

に

成
立
す

る
、

こ

う
考
え
る

の

が

常
で

あ
っ

た
。

特
に

日
本
の

学
界
で

は

そ

う
で

あ
る

。

　

も
っ

と

も

例
外
は

あ
っ

た
。

戦
時
中
に

南
原

繁
が

著
し

た

『

国
家
と

宗
教
』

（
一

九
四
二

年）

は

カ
ン

ト
お

よ

び

新
カ
ン

ト

派
に

依
拠

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
ハ
よ

し
つ

つ

で

は

あ
る
が

、

「

神
の

国
」

と

い

う
概

念
を

通
し

て

宗
教
と

社
会
と

の

関
係
を

本
格
的
に

扱
っ

て

い

る
。

た

だ
、

戦

後
で

は

せ

い

ぜ

い

大
塚
久
雄
の

経
済

史
学
を

通
し

て
、

マ

ッ

ク

ス

・

ウ
エ

ー
バ

ー

の

「

プ
ロ

テ

ス

タ
ン

テ

ィ

ズ

ム

の

倫
理
と

資
本
主
義
の

精
神
」

か

ら
「

資
本
主

義
の

起
源
論
争
に

お

け
る
エ

ー

ト
ス

論
」

が
一

部
で

話
題
に

な
る

程
度
で

あ
っ

た
。

ま

だ
、

「

宗
教
と

社
会
倫
理
」

を

扱

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
 ）

う

学
問
的
方
法

論
は

十
分
に

確
立
さ

れ

て

い

な
い

。

筆
者
の

こ

れ

ま
で

の

公

共
哲

学
的
ア

プ
ロ

ー

チ
の

問
題
関
心
は
こ

こ

に

あ
っ

た
。

　

し

か

し

な

が

ら
、

西
洋
か

ら

そ

の

方
法
論
を

学
ん

だ

学
問
は

、

実
際
は
、

自
然

科
学
を

は
じ

め
、

す
べ

て

が

キ

リ
ス

ト

教
と

の

関
係

を

も
っ

て

ス

タ

ー

ト

し

て

い

る

と

い

う

歴
史
的
現

実
が

あ
る

。

む

し

ろ
、

各
学
問
が

キ

リ
ス

ト

教
の

権
威
を

ど

う

克
服
し

て

い

っ

た
か

を

見
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

逆
に

、

近

代
の

学
問
の

本
質
が

見
え

て

く
る

で

あ
ろ

う
。

本
論

稿
で

は
、

そ
こ

か

ら

「

宗
教
と

社
会
倫
理
」

を

扱
え

る

存
在
論

・

認

識
論
を

ま

ず
探
る
こ

と

か

ら

始
め
て

み

た
い

。

　

1
　
宗
教
に

と
っ

て

代
わ
っ

た

「

機
械
的
自
然
観
」

と
「

国
家
主
権
論
」

　

西
洋
が

“

キ

リ
ス

ト

教
文
明
4

で
一

枚
岩
で

あ
っ

た

当

時
、

キ

リ

ス

ト

教
と

い

う

宗
教
は

あ

る

意

味
で

は

唯
一

の

真
理
で

あ
っ

た
。

し

た

が
っ

て

価
値
に

関
す
る

事

柄
、

す
な
わ

ち

政
治
も

学
問
も
倫
理

も

福
祉
も
教

育
も
、

す
べ

て

は

キ

リ
ス

ト

教
な
い

し

は

教
会
の

影

響
下
に

あ
っ

た
。

西
欧
の

ロ

ー
マ

・

カ

ト
リ
ッ

ク

教
会
の

内

部
で

宗
教

改
革
が

始
ま
っ

た

十
六

世
紀
頃
か

ら
、

少
な

く

と

も
ロ

ー
マ

・

カ

ト

リ
ッ

ク

教

会
の

教
え

の

無
謬

性
は

崩
れ

始
め

た
。

そ
の

後
の

宗
教

戦
争
の

さ

な

か

で
、

「

真
の

宗

教
」

の

論
争
を

経
て

キ

リ
ス

ト

教
的
真
理

観
の

唯
一

性
は

徐
々

に

退
き
、

複
数
の

真
理

観
の

支
配
す

る

時
代
と

な
っ

て

く

る
。

そ

の

間
隙
を

縫
っ

て

宗
教
戦
争
を
終
わ

ら
せ

る

た

め

に
、

世
俗
的
主

権
国
家
が

立

ち

現
れ
る

。
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で

は
、

い

か

な

る

時
期
に

お

い

て
、

キ

リ

ス

ト

教
が

文

化
の

フ

ロ

ン

テ
ィ

ア

か

ら
撤
退
を

は

じ

め

た

の

で

あ

ろ

う

か
。

も

ち
ろ

ん

外

形
と

し

て

の

キ

リ

ス

ト

教
（

た

と

え

ば
理

神
論）

は

残
っ

た

し
、

“

公

民
宗
教
”

（

愛
国
心
）

の

よ

う
な
か

た

ち

で
、

人
び
と

の

霊

性
に

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

？）

い

ま

だ
に

影
響
を

及
ぼ

し
て

は
い

る
。

た

だ

そ

れ

は
、

キ

リ

ス

ト

教
そ

の

も

の

の

霊

性
で

は

な
い

。

キ
リ

ス

ト

教
の

知
性
と

霊

性
の

撤

退
は
、

言
う
ま

で

も

な
い

こ

と

だ

が
、

啓

蒙
主

義
の

時

代
以

降
で

あ
る

。

二

つ

の

領
域
に

お
い

て

顕
著
で

あ
っ

た
。

　
一

つ

は

科
学
の

領
域
で

あ
る

。

こ

れ
を
要

約
的
に

記
せ

ば
、

以
下
の

よ

う
に

科
学
革

命
と
と

も

に

始
ま
っ

た
。

 
フ

ラ
ン

シ

ス

・

ベ

ー

コ

ン

の

「

二

つ

の

書
物
」

論
（

聖
書
と

自
然）

は
、

い

ま

だ

科

学
と

宗

教
の

蜜
月
時
代
に

あ
っ

た
。

 
次
に
ニ

ュ

ー

ト
ン

的
理
神

論
が

登

場
し

て
、

そ

の

意
図
せ

ざ
る

帰
結
と

し

て

ラ

プ

ラ

ー
ス

の

デ
ー
モ

ン

（

「

確
率
の

哲
学
的
試
論
』

）

　

と
い

う

機
械
的
自
然
観
の

成
立
を

促
し

た
。

　

理

神
論
は

英

国

啓
蒙
に

お

い

て

は
、

英

国

教
会
の

広
教

会
主

義
（一

薮
9
匹

ヨ

巴
穹
『

B）

に

よ
っ

て

キ

リ

ス

ト

教
の

弁
証
に

使
わ

れ

た
。

し

か

し
、

フ

ラ
ン

ス

啓
蒙
に

お

い

て

は

無
神
論
へ

と

転
化
し

た
。

理

神
論
の

内
容
を
抽
出
す
れ

ば

［

単
純
さ
＋

秩

序
の

神
］

と

な

る
。

「

単
純
さ

」

と

は

ア

リ
ス

ト

テ

レ

ス

ー

ト
マ

ス

に

あ
る

哲
学
で

あ
っ

て
、

キ

リ

ス

ト

教
正

典
と

し

て

の

聖
書
の

内
容
と

は

相

容
れ

な
い

。

ま

た

「

秩
序
の

神
」

も

使
い

方
を

間
違
え

れ

ば
、

単
な
る

「

因
果
法
則
」

に

置
き

換
え

ら
れ
て

し
ま

い
、

機
械
的
決
定
論
を

助

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　　
べね

長
す

る

無
神
論
と

な
る

。

こ

の

あ
た
り

の

詳
細
な

議
論
は

筆
者
の

他
著
作
に

譲
り

た
い

。

　

も

う
一

つ

は

政
治

・

法
思
想
の

領
域
で

あ

る
。

こ

れ

も

要
約
的
に

記
せ

ば

以
下
の

よ

う
に

宗
教
改

革
・

市
民
革
命
と

と

も

に

は

じ

ま

っ

た
。

 
宗

教
改
革
が

「

真
の

宗
教
」

論
争
を

生
み

出
し

、

「

神
の

主

権
」

を

掲
げ
る
モ

ナ

ル

コ

マ

キ
の

抵
抗

権
と

な

り

宗
教

戦
争
と

宗
教
的

　

真
理
の

相
対
化
の

方

向
へ

い

っ

た
。
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そ

れ

と

反
比

例
し

て

宗

教
戦
争
を

終
結
さ
せ

る

た

め

に
、

「

神
の

主

権
」

は

世
俗
的
「

国
家
の
・

王

権
」

へ

と

移
行
す
る

。

　

こ

の

よ

う
に

し

て

科
学
革
命
を

経
て

出
て

き

た

機
械
的

自
然
観
と

、

市
民
革
命
を

経
て

出
て

き

た

国
家
主

権
論
の

成
立
に

よ

っ

て
、

キ
リ
ス

ト

教
の

唯
一

の

真
理

観
は

パ

ブ

リ
ッ

ク

な

領
域
か

ら

私
的
な

領
域
へ

と

移
さ

れ

る
。

こ

こ

で

重

要
な

の

は

「

パ

ブ

リ
ッ

ク

な

（

公
的、

公
土
ハ

的
）

領
域
」

と

「

私
的

領
域
」

の

区
別
で

あ
る

。

キ

リ

ス

ト

教
の

真
理

観
は

信
仰
者
に

と

っ

て

は

依
然
と

し

て

真
理
で

あ
り

続
け

た

が
、

も

は

や

そ

れ

を

信
じ

な
い

人
び
と

に

と
っ

て

は

従
う
べ

き

真
理

で

は

な
い

。

つ

ま

り

信
仰
者
の

私
的
領
域
で

の

み

真

理
と

な
っ

た

の

で

あ
る

。

し

か

し

今
度
は

、

機
械
的

自
然
観
と

国
家
主

権
論
の

優
越

性
が
パ

ブ
リ
ッ

ク

な

領
域
で

台
頭
し

て

く

る

の

で

あ
る

。

　
ま

ず

国
家
主

権
論
に

つ

い

て

簡
単
に

指
摘
し

て

お

き

た
い

。

す
で

に

筆
者
は

「

宗
教
と

公
共
哲
学
』

（
東
京
大
学
出
版
会、

二

〇

〇
四

年）

刊

行
以

降
に
、

国
家

主
権

論
の

脱
構

築
に

つ

い

て

か

な

り

詳
細
な

議

論
を

展
開
し

「

領

域
主
権
論
」

と

い

う

考
え

方
に

到

達
し

て

き

　
ゑた

。

日

本
国
憲
法
と

も

深

く
関
係
す

る

国
民
主
権
論
の

背
後
に

あ
る

、

ジ
ャ

ン

・

ジ
ャ

ッ

ク
・

ル

ソ

ー
の

「

主
権
の

分
割
不

可
能

性
」

と

コ

般
意
志

論
」

が
、

実
は

神

学
理
論
と

深
く

関
係
し
て

い

る
。

つ

ま

り
、

デ

イ

ド
ロ

旨

ル

ソ

ー

的

コ

般
意
志

論
」

と

い

う
形
而

上

学
的
理

論
と

政
治
学
的
主

権
論
は

大
い

に

関
係
が

あ

る
。

　
そ

し

て
、

「

一

般
意
志
は

誤
る

こ

と

が

な
い
」

と

し

た

ル

ソ

ー

の

人

民
（

国
民
）

主

権

論
は
、

全

体
主
義
の

危

険
性
を

は

ら

む
こ

と

に

な
っ

た
こ

と

が

よ

く

知
ら

れ

て

い

る
。

な

ぜ

そ

う

な
っ

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

そ

の

理

由
は
ど

う
い

う
こ

と

だ

ろ

う

か
。

ル

ソ

ー
の

「

一

般
意
志
」

（
＜

9
。

葺
臥

ひq

曾
騨
巴

e

は
、

当

時
の
パ

ス

カ

ル

・

ジ

ャ

ン

セ

ニ

ウ
ス

派
の

「

神
の

全

人

類
の

救
済
」

か

ら

き
た

神
学
用

語

で

あ
っ

た
こ

と

を
、

ル

ソ

ー

研
究
者
の

川
合
清
隆
氏
が

指
摘
し

て

い

る
。

　

　
　
デ
イ

ド
ロ

が

「

一

般
意
志
は

常
に

善
で

あ

り
、

誤
っ

た
こ

と

が

な

く
、

ま
た

決
し

て

誤
ら

な
い
」

と

い

う
大
前
提
を

無
造

作
に
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導
入
す
る

と

き
、

そ

こ

に

は
一

般
意
志
が

本
来、

神
の

意
志
を

表
す

神
学
用

語
で

あ
っ

た

と

い

う

事
情
が

反

映
し

て

い

る
。

一

般

　

　

意
志
の

概

念
が
、

こ

の

よ

う
な
形
而
上
学
的

先
験
性
を

引
き

ず
っ

て
い

る

と
い

う

事
態
は

、

ル

ソ

ー

に

お

い

て

も

同
様
で

あ

る
。

　

　
ル

ソ

ー

も

ま

た
、

二

般
意
志
は

誤
る

こ

と

が

あ
る

か

？
」

と

い

う
一

章
を
「

社
会
契
約
論
』

に

設
け

、

「

誤
る
こ

と

は

な
い
」

と

　

　

答
え

て

い

る

が
、

こ

の

応

答
は

デ
イ

ド
ロ

の

そ

れ

に

呼
応
す

る

も

の

で

あ
ろ

う
。

し

か

も

モ

ン

テ
ス

キ
ュ

ー
も

デ

イ
ド
ロ

も
、

す

　

　
で

に
一

般
意
志
を

立

法

権
に

結
合
し

、

立
法
を
一

般
意
志
の

行
為
と

見
な
す

観
点
に

た

ど

り
つ

い

て

お

り
、

こ

の

点
で

ル

ソ

ー
と

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
6）

　

　

特
に

相
違
が

あ
る

わ

け

で

は

な
い

。

　
こ

う

し

て
、

一

般

意
志
は

神
の

超
越
的
恩
恵
の

面
す

な

わ

ち

キ

リ
ス

ト
教
の

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

な

面
を
は

ぎ

と

っ

て

人
間
意
識
の

世

界
に

移
行
さ

せ

た

瞬
間
に

、

一

般
意
志
の

具
現
化
で

あ

る

神
の

「

主

権
」

は

「

無

謬
の

分
割
で

き

な

い
」

権
力
作
用
に

置
き

換
わ
る

。

し

た

が
っ

て

こ

の

権
力
を

握
っ

た

者
の

意
志
い

か

ん

に

よ
っ

て

国

家
の

方
向
が

決
ま

っ

て

し

ま

う
。

権
力
が
→

点
に

集
中
し

た

主
権
国

家
が

全

体
主
義
の

危

険
性
を

は

ら
む

理

由
は
こ

こ

に

あ
る

。

　
こ

の

危
険
を

避
け

る

た

め

に

は
、

歴
史
的
に

は
、

ジ

ャ

ン

・

ボ

ダ
ン

以
来
の

主
権
論
と

は

別
の

系
譜
の

、

ヨ

ハ

ン

ネ
ス

・

ア
ル

ト
ゥ

ジ
ウ

ス

に

は

じ

ま

る

ボ

ト
ム

ア
ッ

プ

な
。

8
ω

oo

這
江
o

（

社
会

連
合

体）

に

分

散
さ

れ

た

領

域
主

権
論
か

ら

組
み

な

お

し

て

い

か

ね

ば

　

　
　　
ヱ

な

ら

な
い

。

人

間
の

世
界
に

は

せ

い

ぜ

い

分
散
さ

れ

た

市
民
社
会
の

生

活
領
域
に

委
託
さ

れ

た

「

領
域
主

権
」

が

あ

る
の

み

で

あ

る
。

こ

れ

は

認

識
論
と

し

て

見
れ

ば
、

筆
者
の

い

う

「

世
界
4
を

世
界
3
に

還
元

す

る

還
元
主

義
を

避
け

る
」

と
い

う
こ

と

に

な

る
。

単
純

化
し

て

言
え

ば
、

世
界
4
と

は

認

識
者
が

見
い

だ

す
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア
ル

な

神
、

天
、

仏
の

意
味
の

世
界

、

世
界
3
と

は

現
実
社
会
の

意

味
の

世
界
で

あ

り
、

と

も
に

リ
ア
ル

な

世
界
で

あ

る
。

　
し

か

し

歴
史

的
に

、

思
想
の

主

流
に

お

い

て

は
、

集
権
的
な

国
家
主

権
論
の

絶

対
性
が
パ

ブ

リ
ッ

ク

な

領
域
で

か

つ

て

の

宗
教

的
超
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越
性
に

置
き

換
え

ら

れ

た

の

で

あ
る

。

社
会

学
的
に

言
え

ば
、

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

文
明
の

制
度
的
主

役
は

「

教
会
」

か

ら

「

国
民
国
家
」

へ

と

移
行
し

た
。

こ

の

歴
史

的
変

遷
は
、

後
述
す

る

よ

う
に
、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

福

祉
国

家
観
の

類
型

論
の

面
で

も
、

多
大
な

影
響
を

及
ぼ

す

こ

と

と

な
っ

た
。

す

な

わ

ち

福
祉
（

≦

巴−
げ
 

ぎ
ひq

よ

き

生

活）

の

担
い

手
が

「

教
会
」

か

ら
「

国
民

国
家
」

へ

と

移
行
し

た
の

で

あ
る

。

　
2
　
科
学
的
・

宗
教
的
実
在
論
の

必
要
性

　

次
に

機
械
的

自
然
観
が

な
ぜ

今
日

、

学
問
の

場
で

前
提
に

な
っ

て

い

る

か

を

検
証
し

て

み

た
い

。

　

キ

リ
ス

ト

教
の

中
で

真
理
が
一

つ

で

な
い

と

な

れ

ば
、

当
然

、

他
宗
教
も

含
め

て

「

宗
教
的

真
理

は
一

つ

で

は

な
い
」

と
い

う

意
味

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　（
8）

で
、

宗

教
多
元
主

義
に

導
か

れ
る

。

た

と

え

ば
、

ピ

ッ

ク

理
論
で

は

超
越
な
い

し

は

「

唯
一

の

実

在
」

（
夢

2
合
巴

穹
。゚

尋）

が

登
場
す

る

が
、

し

か

し
、

実

際
に

は

「

宗
教
」

の

中
で

の

家
族

的
類
似
が

あ
り
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

な

世
界
（

世
界
4
）

で

の

ゆ
る

い

か

た

ち
で

の

重
な
り

合
う
合
意
（

。

＜
Φ

「

冨
℃

宜

霞
。

8
ω

Φ

塁
諺）

が

あ
る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

　
も
っ

と

も
、

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
ル

な

世
界
（

世
界
4

）

が
リ

ア

ル

で

あ
る

（

実

在
す

る
）

と

い

う
論
証
は

必

要
で

あ
ろ

う
。

こ

れ

に

つ

い

て
、

カ

ー
ル

・

ポ
パ

ー

の

「

世
界
3
は

リ

ア
ル

で

あ
る

（

実
在
す

る
）

」

と
い

う
三

世

界
論
の

考
え

方
が

参
考
に

な

る
。

さ

ら

に

こ

れ

を

拡
大
し
た

「

三

世
界
論
か

ら

修
正

四
世
界
論
へ

」

と

い

う
テ

ー
マ

と

し

て

は

拙
著
『

宗
教
と

公

共
哲
学
』

第
1
章
を

参
照
さ

れ

た

い
。

こ

こ

で

展

開
し

た

理
論
で

は
、

ポ
パ

ー

の

科
学
哲
学
か

ら
ハ

ー
バ

ー

マ

ス

の

解
釈
学
的
認
識
論
に

移
行
は
し

て

い

る

が
、

人

間
自

我
が

受
け

取
る

意

味
の

世
界
と

し

て

の

四
つ

の

世

界
が

階
層

的
に

創
発
し

て

い

る
。

す

な
わ

ち

宗
教
の

出
来
事
は

自
然
的
（

世
界
1

）

、

心
理
的
（

世
界
2

）

、

社
会
的

（

世
界
3

）

、

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

（

世
界
4
）

と
い

う
階

層
的
な

意
味
の

世
界
と

し

て

リ

ア
ル

な

の

で

あ

る
。

こ

れ

が

筆
者
が・
王

張
す
る

宗
教
的
実

在
論
で

あ
る

。

　
科
学
的
認

識
論
の

創

発
と

の

類
比
で

は
、

以

下
の

よ

う
に

ポ
パ

ー
の

真
理

観
の

探
究
は

参
考
に

な

る
。
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学
的
探

究
で

は

ポ
パ

ー
に

よ

れ

ば
艮

↓
質

↓
朋

↓
恥

（

問
題
1
↓
暫
定
的
理

論
↓

誤
り
排
除
↓

問
題
2
）

の

よ

う
に

し

て

可
謬
性
が

　

生
じ

る

の

で

あ

る

が
、

宗

教
的
探

究
で

は

メ

タ
ノ

イ

ア

（

回
心
）

と
い

う
現
象
を

ど

う

表
現
す
る

か

が

問
題
に

な
ろ

う
。

隠
喩
的
に

　

説
明
す

る
と

こ

う
で

あ
る

。

 
秩
序
相
↓
カ

オ

ス

相
（

ゲ
ー

デ
ル

の

定
理

で

言
う

証
明
可

能
か

ら

証
明
不
能
に

移
行
し

て

い

く
点

、

分
岐
解
か

ら
カ

オ
ス

に

移
行
し

　

て

い

く
点
）

の

領
域
で

R
↓

胃

↓
聡

↓
恥

の

可
謬

性
が

成
立
し

て
い

る

と
い

う
違
い

が

あ
る

。

す
な
わ

ち

n
は

ポ
パ

ー
的
な

世
界
3

　
で

ス

タ

ー

ト

す

る

に

し

て

も

跳

は

世
界
3
で

は

な

く

世
界
4
の

中
で

考
え

ら

れ
て

い

る
。

つ

ま

り

科
学
理

論
で

は

世
界
3
で

閉
じ
て

　
い

て

も

宗
教
理
論
で

は

世
界
4
に

創

発
す

る

（

ポ
パ

ー

自
身
が

す
で

に

儷

の

出
現
を
創

発
な
い

し

は

創
発

的
進
化
と
い

う

言
葉
で

呼

　
　

　
　（
9＞

　
ん

で
い

る
）

。

聡

↓
馳
の

↓
が

存
在
論
的
創

発
に

よ

る

「

証

明
不

能
領
域
へ

の

ジ

ャ

ン

プ
」

を

す
る

。

世
界
4
は

世
界
3
に

還

元
で

　
き

な
い

。

こ

れ

は

「

新
た

な

意
味
が

開
け

る
」

と

い

う
こ

と

だ

か

ら

複
雑
系
の

哲
学
で

考
え

れ

ば
、

メ

タ

ノ

イ

ア

と

い

う
現
象
は

世

　

界
4
の

現
象
を
匿

界
3
で

表
現
し

た

も
の

で

あ
る

。

　

以
上
の

よ

う

に

し
て

、

機
械
的
自
然
観
が
パ

ブ
リ
ッ

ク

な

領
域
で

自
ら

の

絶
対
性
を

主

張
す

る

背
景
が

明
ら

か

に

な

っ

た
。

つ

ま

り

「

世
界
4
を

世
界
3
に

還
元
す

る

還
元
主
義
」

の

立

場
を

採
用
す

る

が

ゆ

え

に
、

機
械
的
自
然

観
は
パ

ブ
リ
ッ

ク

な
領
域
で

自
ら

の

絶

対
性
を
主

張
す

る
、

と
い

う
風

潮
が

支
配
的
に

な
っ

た

の

で

あ
る

。

　

修
正

四

世
界
論
と
い

う

実
在
論
に

立
つ

こ

と

に

よ
っ

て
、

科
学
的
知
識
と

同
時
に

宗
教
を

包
括
的
に

表
現
で

き

る
。

こ

の

よ

う

に

し

て
、

二

十
一

世
紀
は

「

科
学
と

宗

教
」

を

ゆ

る
い

か

た

ち

で

包
含
で

き

る

認
識
論

・

存
在
論
が

必
要
に

な
っ

て

い

る

の

で

あ

る
。

私
的

な

親
密
圏
の

み

な
ら

ず
、

多
元
的
な

価
値
が

共
存
す
る

公
共

圏
に

お

い

て

も
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア
ル

な

世

界
が

リ

ア
ル

で

あ

る

理

由
は

、

お

よ

そ

以
上

の

よ
う
で

あ

る
。
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こ

の

よ

う
に

、

実

証
的
な

記
述

科
学
と
、

行
為

者
の

主

観
を
重
視
す

る

宗

教
現
象
と

の

関
係
を
表
現
す

る

た

め

に
、

筆
者
は

修
正

四

世
界
論
と
い

う

名
の

批
判
的
実
在
論
を

提

起
し

、

こ

れ

を

創
発
的
解
釈

学
と

呼
ん

だ
。

そ

し
て

、

そ

こ

か

ら

宗
教
と

社
会
倫
理
と

の

関

係
が

意

味
あ
る

形
で

扱
え

る

と

考
え

て

い

る
。

以
下
の

議
論
で

は
、

宗
教
や
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

ー

を

扱
う

視
点
は

、

す
べ

て

創
発

的

解
釈

学
に

基

づ
い

て

い

る
。

二

　
宗
教
は

「

幸
福
な
社
会
」

に

ど

う
資
す
る

か

　

1
　
功

利
主

義
倫
理
の

幸
福
概
念
と

そ

の

帰
結

　
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
ル

な

世
界
（

世
界
411

神
、

仏、

天
な

ど

超
越
か

ら

の

意
味
の

世
界
）

が

リ

ア
ル

で

あ
る

こ

と

が

了
解
さ

れ

て

も
、

そ

れ

だ

け

で

は

ま

だ

倫
理

的
な

宗
教
に

は

な

ら
な
い

。

単
に

、

心
理
的
な

意

味
の

世

界
（

世
界
2

）

に

影
響
し

人
間
の

行
動
を

変
え

る

力
が

出
て

き

た

と

し
て

も
、

そ

れ

だ

け

で

は

カ

ル

ト

と

の

区
別
は
つ

か

な
い

で

あ

ろ

う
。

「

悪
霊
が

働
い

て

い

る
」

と

い

う

表
現
が

リ

ア

リ

テ
ィ

ー

を

帯
び
て

く
る

場
合
す
ら

あ
る

だ

ろ

う

（

ド
ス

ト
エ

フ

ス

キ

ー

の

小
説
『 ．
悪
霊
』

の

背
後
に

あ

る

政
治
宗
教
を

見
よ

！
）

。

社
会

的
な

意
味
の

世
界
（

世
界
3
）

に

働
き
、

善
い

社
会
を

形
成
す
る

原
動

力
に

な
っ

て

こ

そ
、

真
に

幸
福
を

生
み

出
す

倫
理

的
な

宗

教
と

し

て

人

々

に

認
知
さ

れ

て
い

く
。

世
界
の

救
済
宗
教
は

、

か
つ

て

は

こ

の

よ

う
な

性

格
を

持
っ

て

い

た

が
ゆ

え
に

、

人
類
の

歴
史

に

多
大
な

足
跡
を

残
し

た

の

で

あ
っ

た
。

そ

の

救
済
宗
教
は

近

代
に

い

た
っ

て

西

洋
で

は

機
械
的
自
然
観
と

強
大
な

主

権
国
家
の

成
立

に

よ
っ

て

置
き

換
え

ら

れ
、

そ
れ

が

他
の

地
理

的
領
域
に

波
及
す

る

に

及
ん

で
、

そ

し

て

二

十
世
紀
に

は

消

費
欲
を

あ

お

る

市
場
の

出

現
に

よ
っ

て
、

そ
の

影
響
力
を
失
っ

て

い

っ

た

の

で

あ

る
。

　
近

代
社
会
は

制
度
化
さ

れ

た

社
会
で

あ

る
。

人
は

産
業
化

社
会
の

中
で

モ

ノ

と

カ

ネ
に

囲
ま

れ

て

生
き
て

い

る
。

資
本
主

義
と

呼
ば

　

　

鵬

　

　

 

　

　

”

　

　

皿
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れ

る

今
日

の

社
会
の

制
度
的
ア

ク

タ

ー
は

国
家

、

企

業、

大

学
、

諸
々

の

中

間
集

団、

家
族
な
ど

で

あ
る

。

現

代
の

先
進
諸
国
に

お

い

て

宗
教
が

再
び

人
生
の

重
要
な

課．
題
と

な
っ

て

く

る

と

す
れ

ば
、

そ

れ

は

機
械
化

、

合
理

化
さ

れ

た

生

活
の

中
で

も

な

お

人
々

に

幸
福

な

生
き

方
を
与
え

る
こ

と

が

で

き

る
、

特
に

「

市
場

化
に

抗
す

る
こ

と

が

で

き

る
」

、

そ

の

こ

と

が

示

さ

れ

た

と

き
で

あ
ろ

う
。

　

人

間
は

い

つ

の

時
代
も

「

幸

福
」

に

人

生

を
送
り

た
い

と

願
っ

て

き

た
。

で

は
、

近

代
人
に

と
っ

て
の

「

幸
福
」

と

は

何
で

あ
っ

た

か
。

近
代
以
降
に

顕
著
に

な

っ

た

「

幸
福
」

に

つ

い

て

の

倫
理

観
は

功
利
主

義
と

呼
ば
れ

た
。

そ

し

て
、

功
利
主

義
倫
理
と

ホ

モ

・

エ

コ

ノ

ミ

ク

ス

の

人

間
観
を

通
し
て

「

幸
福
」

は

数

値
化
さ

れ

金
銭

的
な

も

の

に

還
元
さ

れ

る
こ

と

が
】

般
化
し

た
。

そ

し
て

そ

れ
が

制

度
化
さ

れ

れ
ば

「

市
場
」

と

な
る

。

新
古
典
派
経
済

学
、

新
自
由
主

義
イ

デ
オ
ロ

ギ
ー
の

影
響
の

も
と
に

「

市
場
を

通
し
て

の

経
済
成

長
」

と
い

う
ス

ロ

ー

ガ

ン

が

確
立
し

、

つ

い

に

は

政
治

的
に

右
で

も
左
で

も

等
し

く
追
い

求
め

る

政

策
と

な
っ

て

い

る
。

　

そ

し

て

今
口
の

危
機
は

、

実
は

、

主

権
を

持
っ

た

「

国
家
」

の

絶
対
化
の

み

な

ら

ず
こ

の

「

市
場
」

の

絶
対
化
に

あ
る

。

そ

れ
は

、

「

市
場
」

が

生

産
と

消
費
の

場
と

し

て
、

い

わ

ば
科
学
に

お

け

る

「

自
然
」

の

よ

う
に

普
遍
化
さ

れ

て

い

る
こ

と

か

ら

生
じ

て

い

る

の

で

あ
る

。

科
学
者
が

「

自
然
」

に

対
し
て

数
学
を

適

用
し

て

成
功
を

お

さ

め

た
こ

と

に

な

ら
っ

て

（
「

自
然
の

数

学
的
理

念
化
」

l

E
・

フ

ッ

サ

ー
ル
）

、

今
日、

経
済

学
者
は

「

市
場
」

を

普
遍

化
し

数
学
を

使
っ

て

モ

デ

ル

化
し

て

い

る
。

市
場
は

「

万
能
」

で

あ

り

あ

ら

ゆ

る

問
題
を

解
決
す
る
と

思
わ

れ

て

い

る
。

人
々

の

勤
労
な
い

し

労
働
は
こ

の

市
場
と

離
れ
て

は

考
え

ら

れ

な
く
な
っ

た
。

そ

し

て

市
場
で

の

賃
金
労
働
以

外
の

仕
事
は
、

人

間
生

活
に

お

い

て

数
多
く

あ
る

に

も
か

か

わ

ら

ず
、

そ

れ

ら

は

金
銭
的
な

価
値
に

還
元

さ

れ

な

い

が

ゆ

え

に

「

意
味
あ
る

仕
事
」

と

は

見
な

さ

れ

な
く
な
っ

た

の

で

あ
る

。

し

か

も
、

賃
金
労

働
の

時
間
が

長
く
な

る

こ

と

に

よ

っ

て

GDP

と
い

う
数
字
は

上
が

り
、

経
済
は

成
長
し

た

と

錯
覚
さ

れ

る
。

そ

れ

以

外
の

活
動
は

、

人

間
の

生
産
性
あ

る

活

動
と

は

見

な

さ

れ
な

い

と

い

う
、

嘆
か

わ

し
い

傾
向
が

強
く

な
っ

た
。

こ

れ

で

は

真
に

幸
福
な

生

活
の

確
立
は

期
待
で

き

な

い
。
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欧

米
で

の

こ

の

面
の

反

省
と

社
会
倫
理
の

勃

興
は
、

思
想

史
的
に

は

啓
蒙
主
義

的
な

功
利
主

義
か

ら
の

脱
却

、

ポ

ス

ト
近

代、

再
帰

的
近

代
、

第
二

の

近

代
な

ど

と

呼
ば

れ
て

い

る
。

社
会
経
済
史
的
に

は

産
業
革
命
以
後
の

市
場
主

義
の

限
界
性
の

自
覚

、

ま

た
エ

コ

ロ

ジ

ー

危
機
の

顕

在
化
と

生

産
至
上
主

義
か

ら

の

脱

却
へ

の

シ

フ

ト

で

あ
る

。

　

欧
米
先
進
国
で

は

す

で

に

脱
生

産
主

義
社
会
に

入
っ

て

い

る

こ

と

が

自
覚
さ

れ

て

い

て
、

価

値
観
と

ラ

イ

フ

ス

タ

イ
ル

の

変
更
が

始

ま

っ

て

い

る

に

も
か

か

わ

ら

ず
、

日

本
で

は

思
想
的
な
パ

ラ

ダ
イ
ム

・

シ

フ

ト

が

目
立
っ

て

起
こ

ら

な
い

。

確
か

に

日

本
で

も
、

モ

ノ

と

カ

ネ
の

世
界
を

離
れ

て

「

心
」

の

世
界
へ

の

渇
望
と

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
ル

な

癒
し
を

求
め

る

動
き

は

あ
る

。

今
日、

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル

・

ブ
ー

ム

な

る

現

象
が

起
こ

っ

て

い

る

が
、

し

か

し
、

果
た

し

て

こ

の

よ

う

な

ブ

ー
ム

に

よ

っ

て

日
本
の

社
会

構
造
の

根
底
を

変
え

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ
ろ

う
か

。

　

市
場

経
済
が

異
常
な

発
達
を

遂
げ

、

そ
の

中
で

労
働
力
ま

で

商
品
化
さ

れ
て

、

個
人
個
人
が
バ

ラ
バ

ラ
に

解
体
さ
れ

て

い

る

の

が

現

代
の

状
況
で

あ

る
。

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア
ル

・

ブ

ー
ム

は
、

そ
の

よ
う
な
バ

ラ
バ

ラ

に

さ

れ

た

個
人
の

つ

な
が

り

た
い

願
望
に

過

ぎ

な
い

の

で

は

な
い

か
。

そ

の

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

ー

は
、

本
当
に

、

社
会
を

変
え

ら

れ

る

ほ

ど

の

内
容
を

備
え
て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か
。

今

日
、

起
こ

っ

て

い

る
こ

と

は
、

超
越

面
を

剥
ぎ

取
ら

れ

て

心
理
操

作
と

紙
一

重

と

な
っ

た

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
リ

テ

ィ

ー
が
、

単
に

市
場
で

の

消
費
財
と

し
て

消
費
さ

れ
て

い

る

だ

け
の

現

象
で

は

な
い

の

か

（

世
界
4
が

世
界
3
と

世
界
2
に

還
元

さ

れ

て

い

る
）

、

そ

の

よ

う

な

疑

問
が

ぬ

ぐ
い

き

れ

な
い

。

も
し

、

そ

う
で

な
い

と
い

う

の

で

あ
れ

ば
、

そ

の

よ

う
な

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
リ

テ

ィ

ー
に

基
づ

い

た

人
間

回
復
の

方
向
性

、

人
々

を

競
争
に

追
い

や

り

疲
弊
さ
せ

て

い

る

生

産
主
義
と

市
場
主
義
の

現
場
を
克
服
で

き

る

よ

う

な
ビ

ジ
ョ

ン

を
示

さ

ね

ば
な

ら

な
い

。

　
日

本
に

ま

だ

そ

の

よ

う

な
ム

ー

ヴ

メ

ン

ト

が

起
こ

ら

な
い

理
由
は
、

市
民

社
会
そ

の

も

の

が

十
分
に

形
成
さ

れ
て

い

な
い

こ

と

に

よ

（322｝ 34
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る
。

つ

ま

り

非
市
場
的

、

非
営

利
的
な

資
格
に

お

い

て

思

考
し
、

行

動
す
る

人

間
で

あ
る

］

巾

民
」

、

こ

の

市
民
と

し

て

の

自
覚
が

十

分
に

確
立
さ

れ

て

い

な
い

か

ら

で

あ
る

。

わ

れ

わ

れ

の

課
題
は

、

ま

た

は

筆
者
の

公
共
哲

学
の

課
題
は
、

こ

の

市
民

社
会
を

ど

う

強
固

に

作
る

の

か
、

そ

れ
が

人

間
の

幸

福
や

宗
教
と

ど

う
関
係
す
る

の

か
、

そ

れ

を

明
ら

か

に

す
る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

戦
後
の

福
祉
国
家
が

コ

雇
用

中
心
モ

デ

ル
」

に

基
づ

い

て

い

た

の

に

対
し

て
、

第
二

の

近

代
、

再

帰
的
近

代
が

直
面
す
る
バ

ラ
バ

ラ

な

個
人
の

社
会

的
排
除
に

効
果
的
に

取
り
組
む

に

は
、

雇
用

者
・

被
雇
用
者
の

労
働
市
場
内
の

関
係
に

で

は

な

く
、

市
場
の

外
に

市
民

の

普
遍

的
シ

チ

ズ

ン

シ

ッ

プ

に

基
づ
い

て

社
会

構
造
を

変
え

て

い

く

努
力
が
、

政
策
と

し

て

も

実
施
さ

れ

て

い

か

な
け
れ

ば

な

ら

な

い
。

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア
ル

・

ブ

ー
ム

は

そ
こ

ま

で

の

射
程
距
離
を
持
た

ね

ば

意
味
が

無
い

の

で

あ
る

。

　

日

本
で

の

幸

福
な
い

し

福
祉
を

め

ぐ

る

議
論
は

、

ほ

と

ん

ど

が

生
産

　
消
費
と

「

成
長
神
話
」

に

基
づ
い

て

い

る
。

日

本
の

福
祉

国

家
論

者
は

、

GDP

（

国
内
総
生
産
）

が

上

が

れ
ば

福
祉
に

回
す
財
源
が

増
え

て

福

祉
が

増
進
す
る

と

考
え

る
。

こ

れ

は

典
型

的
な
生

産
主

義
モ

デ
ル

の

枠
内
で

の

話
で

し
か

な
い

。

生
産
主

義
モ

デ
ル

の

大
前
提
は

資
源
が

無
限
に

あ
る

こ

と

だ
。

十
八

世
紀
頃
に

は

人
々

は

皆
そ

う

考
え
て

い

た
。

し

か

し
、

現

在
で

は

地
球

資
源
が

有
限
で

あ
る

こ

と

を

誰
も
が

知
っ

て

い

る
。

地
球
資
源
が

有
限
で

あ
る

だ

け
で

な

く
、

地
球

環
境
が

ひ

ど

く
悪
化
し

て

い

て

今
の

ま

ま

で

は

人
類
の

存
続
も

危
ぶ

ま

れ

る
。

温
暖
化
ガ

ス

を
二

〇
五

〇
年
ま
で

に

半
減
し

よ

う
と

の

声
明
も

環
境
サ

ミ
ッ

ト

の

レ

ベ

ル

で

出
さ

れ

て

い

る
。

生
産
主

義
モ

デ

ル

の

限
界
が

あ
ち

こ

ち

に

出
て

い

な

が

ら
、

脱
生
産
主

義
モ

デ
ル

の

提

唱
が

遅
れ

て

い

る
。

脱
生
産
主
義
と

は

人
間
の

「

幸
福
」

を
経

済
成

長
と

結
び

付
け
な

い

（
お

金
だ

け
が

幸

福
の

基

準
で

な
い

と
い

う
）

考
え

方
で

あ
り

、

す
ぐ
れ

て

道
徳
的
・

倫
理
的
な

課
題
だ

か

ら
、

GDP

と
い

う
数
字
の

み

に

注
視
し

て

い

て

も

何
も

見
え

て

こ

な
い

。

た

と

え

ば

日

本
は

GDP

と

い

う

数
字
だ

け

見
れ
ば

世

界
の

最
高
位
に

属
す

る

が
、

”

幸
福

指
数
”

に

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
10）

つ

い

て

見
る
と

世
界
の

二

十
五

位
で

あ

る

（

“

幸

福
指
数
”

の

世
界
一

は

オ

ラ
ン

ダ
で

あ

る
）

。
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2
　
「

幸
福
」

に

お
け
る

「

金
」

と

「

時
間
」

　

オ

ー

ス

ト
ラ

リ

ア

の

経
済
学
者
R
・

E
・

グ

ー

デ
ィ

ン

は

仕
事
と

福

祉
の

適
切
な

分
配
（

ワ

ー
ク
・

ラ

イ

フ
・

バ

ラ
ン

ス
）

を
OE

CD

の

統
計
を

使
っ

て

整
理

し

た
。

そ

の

中
で
、

よ

く
知
ら

れ

た

「

福

祉
資
本
主
義
の

三

つ

の

レ

ジ

ー

ム
」

（

イ

エ

ス

タ
・

エ

ス

ピ
ン
ー

ア
ン

デ
ル

セ

ン
）

の

三
レ

ジ

ー
ム

（

自

由
主

義
、

社
会
民
主
主

義、

コ

ー

ポ
ラ

テ

ィ

ズ
ム
）

の

整
合
性
を

確
認
す

る

以

外
に

、

も

う
一

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
11）

つ

の

可
能

性
す

な

わ
ち

「

脱
生
産

主
義
」

（

蓐
6。
け・
胃
。

曾
。

牙
軽）

福

祉
レ

ジ

ー
ム

が

あ
ら
わ

れ

て

く

る
こ

と

を

示
し

た
。

こ

れ

は

「

適

度

の

仕

事
と

手
厚
い

福
祉
」

と

を

組
み

合
わ
せ

た
レ

ジ
ー
ム

で
、

そ

の

背
後
に

は

「

自
律
」

の

価
値
観
が

大
き
い

。

一

九
九
三

年
前
後
の

統
計
解
析
か

ら

伝
統
的
な

三
レ

ジ

ー
ム

の

分

類
以

外
に

現
れ

た

の

が
、

新
レ

ジ

ー
ム

と

し

て

分
類

し
て

も
よ

い

脱
生
産
主
義
の

オ

ラ
ン

ダ
・

モ

デ

ル

で

あ
る

。

適
当
な

収
入

（

貧
困
に

な

ら

な
い

程
度．
）

、

時

問
の

適
切
さ

（

自
由
に

使
え

る

時
間）

、

社
会
保
障
給
付
に

強
い

条
件
を

課
さ

な
い

こ

と
、

こ

の

三

要
素
が

脱
生
産
主

義
的
な

自
律
性
を

表
現
し

て

い

る
。

】

口

で

表
現

す

れ
ば

「

金
と
、

時
間
と

」

と

い

う
こ

と

に

な
る

。

　

グ
ー

デ
ィ

ン

の

分
析
で

は
、

OECD

の

エ

ス

ピ

ン
ー

ア
ン

デ
ル

セ

ン

ニ

九
九

〇

年
版）

が

選

び

出
し

た
】

八

力

国
の

も

の

の
一

九

九
三

年
の

デ

ー
タ

を

使
っ

て

い

る
。

　

図
1
で

は

下
に

大
き

な

楕
円
を

描
け

ば
→

八

力

国
中
一

番
右
に

オ

ラ

ン

ダ

が

出
る

。

オ

ラ
ン

ダ
は
エ

ス

ピ

ン
ー

ア

ン

デ

ル

セ

ン

の

分

類
で

は

大

陸
型
コ

ー

ポ

ラ

テ
ィ

ズ

ム

に

分
類
さ

れ

て

い

た

の

だ

が
、

楕
円
が

大
き

く

な

り

す
ぎ

て

大
陸
型
コ

ー
ポ

ラ

テ

ィ

ズ
ム

か

ら

大

き

く

ず
れ
て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

の

疑

問
が

生
じ

る
。

実
際、

男
女
別
に

図
2

、

3
を

作
っ

て

み

る

と
、

オ
ラ

ン

ダ

が

明
瞭
に

大

陸

型
コ

ー
ポ

ラ

テ

ィ

ズ

ム

の

そ

れ
か

ら

大
き

く
ず
れ

た

図
が

出
て

い

る
こ

と

が

分
か

る
。

そ
こ

で

こ

こ

か

ら
第
4
の

カ

テ

ゴ

リ

ー

と
し

て

「

脱
生

産
主
義
モ

デ
ル
」

と

し

て

立
て

る

の

が

よ
い

、

と

い

う
結
論
に

な

る
。
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85

80

75

嵩
寥・・

袈
65

60

5510

15 20

GDP の 社会保障支山の 割合

25 30

囗 1iberal　◆ social　democrat　xcorporatist （10w　spending ）

　　xcorpora 廿st（high　spendh19 ）　　o　post−produc 位vist

図 1　 各国の ワ
ー

ク ・ライ フ
・バ ラ ン ス

注 （11）の 論文の 図 よ りの 転用で あ るが、横 軸 に 「GDP の うちの 社 会保 障支 出の 割合」、縦

軸 に 「労 働 力参 加率 ＝ 16 − 64歳 人 口 の うち に労働 に 参加 し て い る 人 の 割合 」を取 る 。 上

の 右 に祉 会 民主 主義 （social 　 democrat）、 ヒの 左 が 自由主義 （liberal）、下 に コ
ー

ポ ラ テ ィ

ス ト （corporatist ）の 楕 円 が右 に広 が る が 、 こ の 楕円が小 、 中 、 大に 分か れ る 。 コ
ーポ ラ

テ ィ ス トが 下 に 来る の は 女性の 労働 参加率が低い か らで あ る 。 社民 （右 か らス ウ ェ
ー

デ ン 、

フ ィ ン ラ ン ド、デ ン マ
ー

ク ）、 自由 （オース トラ リア 、 カ ナ ダ 、 日本 、
ニ ュ

ージ ー
ラ ン ド、

ノ ル ウ ェ
ー、 ス イ ス 、イギ リ ス 、ア メ リ カ）、 コ ーポ ラ テ ィ ス ト 汰 （オ ラ ン ダ）、 中 （フ

ラ ン ス 、 ベ ル ギー、オ
ー

ス トリ ア）、小 （ドイ ツ 、ア イ ル ラ ン ド、イ タ リア ）1。
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男

性
パ

ー

ト
タ

イ
ム

率

15

10

5

060

70 　 　 80

男性就業率

90 100

□ liberal　 ◆ social 　democrat　 × corporatist （low　spending ）

　　xcorporatist （high　spending ）　　o 　post−productivist

図 2　 男性の 就業 率 と パ ー
トタイ ム 率

図 2 は 横 軸 に 「男性 就 業率」、 縦軸 に 「男 性 パ ー トタ イム 率」 を取 る と 、 下 に コ ーボ ラ テ

ィ ズム が くる （男性 フ ル タイ ム 稼 ぎ手モ デ ル ）。 オ ラ ン ダは明確 に伝統的 コ ーポ ラ テ ィズ

ム と分離さ れて 上 に きて （パ ー ト率高い ）、中聞 に 自由と社民 が くる 。
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60

女
性
パ 　401

ト
タ
イ
ム

率

20

030

50

女性就業率

匸コ liberal　 ◇ social　democrat
うぐ corPoratist （high　spending ）

70

xcorporatist （low　spending ）

　　 Opost −productivist

図3　女性の 就業率とパ ートタイム率

図 3 は横 軸 に 「女性 就 業率」、 縦 軸 に 「女性 パ ー トタ イム 率」 を取 る と女性 の 場合 で パ ー

ト率は全 体的 に 高 く就業率 は低 い が似 た よ うな形 に な る 。 （さ らに 別の 図で は 横軸に 貧困

率、縦軸 に賃労働時間を取 る と右上 に 自由、左 下 に オ ラ ン ダが くる、 つ ま り賃労働時間が

短 く貧 困率が 低 い 。 図 1 とあわせ る と、 こ れは社 会保障 の おかげだ、 とい うこ とが 分 か る 。 ）
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オ

ラ

ン

ダ

で

は

脱
生
産

主
義
を

好
ま

し

く
思

わ

な
い

経
済

成
長

路
線
の

陣
営
の

政
治
家
さ

え

も
、

無
賃
金

・

無

報
酬
の

「

子
ど

も

の

教
育
と

隣
人
へ

の

ケ

ア
」

の

国
民

性
そ

の

も
の

の

重

要
性
を

強
調
し

て

い

る
。

そ

し

て

実
際
の

と
こ

ろ

経
済
は

低
迷
で

は

な

く
、

一

九

八

九

−
九
四

年
に

オ

ラ
ン

ダ
の

GDP

の

平
均
年

間
成
長
は

決
し

て

低
く

は

な
く
二

上．一

％
も
あ
っ

た

の

で

あ

る

（

当

時
OECD

平

均
は

丁
六

％
）

。

　

以

上

か

ら
、

賃

労
働
の

み

が

人
生
の

仕
事
で

あ
る
と

は

考
え

ず
、

脱
生

産
と

は

反
生
産
で

は

な

く
、

経
済
生
産
性
が

す
べ

て

フ

ル

タ

イ
ム

に

よ
っ

て

な

さ

れ

る

と

は

考
え
な

く

て

も
社
会
は

営
ん

で

い

け

る
、

と
い

う
結
論
が

得
ら

れ

る
。

個
人
の

労
働
時
間
を

短

縮
し

、

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
驚〕

各
自
が

「

自
由
に

使
え

る

時
間
」

を

増
や

し
、

そ
の

時

間
を

家
族
や

コ

ミ
ュ

ニ

テ

ィ

ー

形

成
に

使
う
と

こ

ろ

に

真
の

人

間
の

喜
び
と

幸

福
が

達
成
さ

れ

る
、

と
い

う

成
熟
し

た

考
え

方
で

あ
る

。

こ

う
い

っ

た

先
進

諸
国
で

の

政
府
の

役
割
は

、

社
会
保
障
の

充
実
の

た
め

の

補
完
に

徹
す
る

と

い

う

こ

と

で

あ

る
。

　

従
来
の

三
レ

ジ

ー
ム

の

特

徴
を

仕
事
と

福

祉
の

関

係
で

ス

ロ

ー

ガ
ン

化
す

れ
ば
、

自
由
主

義
者
は

「

福
祉
で

は

な

く

仕
事
を
」

（

価

値
観
は

「

効

率
」

）
、

コ

ー

ポ

ラ

テ
ィ

ス

ト

は

「

仕

事
を

通
し

て

福
祉
を
」

（

価
値
観
は

「

安
定
」

）
、

社
会
民
主

主

義
者
は

「

福
祉
と

仕

事
と

を
」

（

価

値
観
は

「

平
等
」

）

と

い

う
こ

と

に

な

る
。

特
に

、

社
会

民
主
主

義
者
に

と
っ

て

福

祉
利
益
は

市
民

の

権

利
で

は

あ

る

が
、

そ
の

代
わ

り
に

市

民
は

生
産
に

寄
与
す
る

責

任
が

あ

り
、

政
府
は

「

活
気
あ
る

労
働

市
場

政
策
」

を
作
る

責
任
が

あ
る

。

　
す

な

わ

ち
、

従
来
の

三

レ

ジ

ー

ム

の

い

ず
れ

も

が

い

ま

だ

「

生
産
主

義
モ

デ
ル
」

の

範
隲
に

入
る

と

い

う
こ

と

で

あ

る
。

し

た

が
っ

て
、

こ

こ

に

第
四

番
目
に

脱
生

産
主
義
モ

デ
ル

が

現
れ

た
こ

と

の

意

味
は

重

要
だ

。

た

だ

し

そ
の

後
の

経
過

を

付
け

加
え
て

お

く
と
、

オ

ラ
ン

ダ
で

は
一

九
九
三

年
ま

で

は

就

労
不
能
保
険
制

度
が

あ
っ

て
、

受

給
に

寛
大
で

は

あ
る
が

受
身
的
な

人

々

を

生
み

出
し

た

と
い

う
反
省
が

あ
る

。

こ

の

ベ

ー
シ

ッ

ク
・

イ
ン

カ

ム

論
は
一

九
九

四

ー．
一

〇
〇
二

年
ま

で

労
働
党
コ

ッ

ク

政
権
が

成
立

し
た

時
期
に

「

給
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付
所

得
よ

り

就
労
を
」

重

視
し
て

自
出
参
加
型
イ
ン

カ
ム

論
に

な
っ

た
。

一

九

九
六

年
に

フ

ル

タ

イ
ム
、

パ

ー

ト

タ

イ
ム

労
働
者
の

法

的
待
遇
の

均

等
化
が

実
現
し

た
。

パ

ー

ト

タ
イ
ム

労
働
者
は

賃
金

、

休
暇

、

雇
用
保
護
な

ど

の

労
働

条
件
に

つ

き
フ

ル

タ

イ
ム

と

均
等

で

女

性
の

就
労
が

伸
び
た

。

二

〇

〇
七

年
七

月
施
行
の

労
働
時
間
調
整

法
は

、

労
働
者
に

労
働
時
間
の

短

縮
・

延

長
を

求
め

る

権
利
を

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
「
13）

認
め

た

画
期

的
な

立

法
で

あ
る

。

た

だ

し
、

も
し
こ

れ

を

今
の

日

本
で

そ

の

ま
ま

導
入
す

れ

ば

サ

ー
ビ

ス

残

業
が

増
え

る
だ

け
で

あ

る

の

で

要
注
意
で

あ
る

（
こ

れ

は

“

滅
私
奉
公
”

の

メ
ン

タ

リ

テ

ィ

ー

と

そ

の

習
俗
化
の

あ

ら

わ

れ

！
）

。

　

以
上
の

福
祉
資
本
主

義
レ

ジ

ー
ム

の

四

種

類
の

モ

デ
ル

は
、

い

ず
れ

も

日

本
が
そ

の

ま

ま
モ

デ

ル

と

す

る

こ

と

は
で

き
な

い
。

な
ぜ

な

ら

こ

れ
ら
レ

ジ

ー
ム

は

す
べ

て
、

以
下
の

よ
う
に

歴
史
的
に

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

・

キ

リ
ス

ト

教
史
と

深
く

関
係
し
て

い

る

か

ら

で

あ
る

。

　
3
　
キ
リ
ス

ト
教
史
か

ら

　
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

近
代
の

歴
史
的
ル

ー

ツ

の
一

つ

は

宗
教
改

革
に

あ
っ

た
。

先
述
し

た

よ

う
に

、

そ

れ

以

前
の

中
世
の

ロ

ー

マ

・

カ

ト

リ

ッ

ク

教
会
の
一

枚
岩
が

崩
壊
し
、

宗
教

改
革
後
の

教
会
と

国
家
の

間
の

関
係
は

多
様
な
形
を

取
っ

た
。

福
祉
に

つ

い

て

言
え

ば
、

伝
統

的
に

は

カ

ト
リ
ッ

ク

教
会
が

貧
者
と

病
人

、

老
人
の

ケ

ア
、

そ

し

て

教

育
に

対
し

て

責
任
を

持
っ

て

い

た
。

と
こ

ろ

が
、

宗
教
改
革
と

と

も
に

カ

ト
リ
ッ

ク

教
会
か

ら

の

分

離
が

、

福
祉
の

あ
り

方
に

さ

ま

ざ
ま

な

違
い

を

も
た

ら

す
こ

と

と

な
っ

た
。

大
き

く
、

北
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

（

ス

カ
ン

ジ

ナ

ヴ
ィ

ア

諸
国、

英

国
）

、

大

陸
北
方
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

（

ド

イ

ツ
、

オ

ラ
ン

ダ
、

ベ

ル

ギ
ー

、

オ

ー

ス

ト

リ

ア
、

ス

イ

ス

な
ど
）

、

大

陸
南
方
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

（

フ

ラ

ン

ス
、

ス

ペ

イ

ン
、

イ

タ

リ
ア

な
ど
）

の

三

つ

に

分

類
で

き

る
。

北
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

の

う

ち

ス

カ
ン

ジ

ナ

ヴ
ィ

ア

諸
国
は

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト
・

ル

タ

ー

派
、

英
国
は

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト
・

ア
ン

グ
リ

カ

ン
、

大
陸
北
方
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

は

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト
、

カ

ト

リ
ッ

ク

の
モ

ザ

イ
ク

状、

大
陸

南
方
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

は

カ

ト

リ
ッ

ク

の

ま

ま
、

と

い

っ

た

複
雑
さ
で

あ
る

。

　

特
に

ス

カ

ン

ジ

ナ

ヴ

ィ

ア

諸
国
に

い

ま

注
目
し

よ

う
。

こ

の

地
域
は
ル

タ
ー

派
教
会
が

国
民
教

会
と

な

り
、

宗
教

勢
力
と

世
俗
勢
力
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（
王

権
、

領
主

権
）

の

あ
る

種
の

融
合
を

も

た

ら

し

た
。

　

教
会
と

宗

教
的
序
列
の

中
に

あ
っ

た

諸
財
産
が

や

が

て

国
家
に

没
収
さ

れ
、

聖

職
者
た

ち

は

領
邦
国
家
の

官
僚
群
に

編
入
さ

れ
た

。

こ

の

よ

う
に

し

て

北
方
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

で

は
、

領
邦
国
家
が

緩
や

か

に

教
会
の

替
わ

り

に

福
祉
の

供
給
を

す
る
シ

ス

テ
ム

が

比

較
的
に

早

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
14）

く
か

ら

発

展
し

、

こ

れ

が

国

民
国
家
形
成
時
に

国
民
教
会
と

い

う

制
度
の

中
で

正

当
化
さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

た
。

　

こ

れ

を
国
民
の

側
か

ら

見
て

み

る

と
、

国
民
そ

れ

ぞ

れ

が

属
し

て

い

る

領

邦
教
会

（

パ

リ
ッ

シ

ュ

ー1

教
区
）

に

信
頼
を

寄
せ

て

い

た

よ

う

に

し

て

領
邦
国

家
（

地
方

政
府）

に

信
頼
を

寄
せ

て

い

っ

た

の

で
、

政
府
に

納
め

る

税
金

が

高
く

な
っ

て

も

あ
ま

り

文
句
を

言
わ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　〔
15）

な

か
っ

た
。

実
際
に

そ

れ

は

福

祉
サ

ー
ビ

ス

と

し

て

戻
っ

て

き

た
か

ら

で

あ
る

。

そ

し

て

こ

の

こ

と
が

今
で

も
社
会
民
主

主
義
が

強
い

中
で

、

過
度
の

国
家

的
抑
圧
と

い

う

感
じ

な

し

に
、

国
民

が

必
要
な

拠

出
を

促
す
大
き

な

要

因
に

な
っ

て
い

る

の

で

あ

る
。

　

し
か

し
、

カ

ト

リ
ッ

ク

が

支
配
的
で

あ
っ

た

大
陸
南
方
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

は
、

カ

ト

リ
ッ

ク

教
会
が

世
俗
国
家
と

は

敵
対
的
で

あ
っ

た

し
、

国
家
も

カ

ト

リ
ッ

ク

教
会
を

敵
視
し
て

い

た

（

ど

ち

ら

も

中
央

集
権
的
で

絶

対
的
支

配
を

要
求
し

て

い

た

か

ら
）

。

フ

ラ

ン

ス

革

命
は

そ

れ

が

如

実
に

あ
ら

わ

れ

た

出
来

事
で

あ
っ

た
。

大
陸

南
方
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

で

は

カ

ト

リ
ッ

ク

教
会
が
二

十
世
紀
に

至
る
ま

で

福
祉

組
織
（

学
校

、

病
院
な

ど
）

を

提
供
し

続
け

た

の

で
、

逆
に

、

国
民
的
な

福

祉
国
家
の

発
展
を
遅
ら
せ

る
こ

と

に

な
っ

た
の

で

あ
る

。

国
民
の

側
の

高
い

税
金
へ

の

義
務
感
も
育
た

な

か

っ

た
。

　
し

か

し

興
味
深
い

の

は

大
陸

北
方
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

の

場

合
で

あ
る

。

こ

れ

は

今
述
べ

た
二

つ

の

ち
ょ

う

ど

中
問
の

形
式
が

現
れ

た
。

基

本
的
に

は

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト
と

カ

ト

リ
ッ

ク

が

モ

ザ
イ

ク

的
に

入
り

組
ん

で

い

た

た

め
、

多
元
的

、

多
層
的
に

市
民
の

自
治
意

識
が

強

く

育
ち

キ

リ

ス

ト

教

政
党
が

生
ま

れ
、

多
数
の

中
間

集
団
が

作
ら
れ

た
。

国
家
は

こ

れ

を

補
完
す

る

程
度
の

政
治
形
態、

そ

し

て

中
間

集
団
が

担
う

福
祉
制
度
が

で

き

た
。

た

だ

カ

ト

リ
ッ

ク
が

優
勢
で

あ
っ

た

と
こ

ろ

は
、

大

陸
北
方
で

も

大
陸
南
方
で

も

そ

れ
ほ

ど

異
な

（3鋤 42
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ら

な
い

コ

ー
ポ

ラ

テ
ィ

ズ
ム

と

補
完
性
の

政
治

哲
学
が

強
か

っ

た
。

し

か

し

特
に

オ

ラ
ン

ダ
は

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト
、

カ

ト
リ
ッ

ク
、

人

文
主

義
者
の

三

つ

巴
の
バ

ラ

ン

ス

が

強
く

ユ

ニ

ー

ク

な

柱
祉
会
が

で

き

て
、

異
な

る

イ

デ

オ
ロ

ギ
ー

の

共
存
を
生
み

出
し

た
。

国
家
主

権
論
の

提
唱
者
ジ

ャ

ン

・

ボ

ダ
ン

に

対

抗
し

た
ヨ

ハ

ン

ネ

ス
・

ア
ル

ト
ゥ

ジ

ウ

ス

（
一

五

五

七

1
＝
ハ一
二

八）

の

政
治
思

想
が

そ

れ

に

う

　

　

　
　

　

　
　

　

サレ

ま

く

フ

ィ

ッ

ト

し

て

い

る
。

こ

れ
が
コ

ー

ポ

ラ

テ
ィ

ズ

ム

の

な

か

で

も

オ

ラ

ン

ダ
に

脱
生

産
主

義
の

特
徴
が

強
く
現
れ
た

歴
史
的
理

由

で

あ
る

。

　

ア

メ

リ

カ

の

場
合
は

国
民
教
会

（

国
教
会）

と

い

う

考
え

方
が

ま
っ

た

く

な

か

っ

た
、

と
い

う
よ

り
も

、

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

の

国
教
会
に

反

発
し

て

移
民
し

て

出

来
た

国
で

あ
っ

た

か

ら
、

教
会
は

す
べ

て

自
由
教
会
で

あ

る
。

福
祉
は

民
間
と

市
場
が

担
う

自
由
主

義
モ

デ
ル

の
曲
ハ

型
で

あ

る
。

統
計
の

上
で

、

社
会
サ

ー
ビ

ス

支
出
の

数
字
で

国
家
の

関
与
が
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

諸
国
に

比
べ

て

は

る

か

に

低
い

の

は

そ

う
い

う
理

由
か

ら

で

あ
る

。

国
家

的
支
出
が

低
く
て

も

自
由
教
会
な
ど

が

草
の

根
的
に

福
祉
を

担
っ

て

い

る

と
こ

ろ

が
、

日

本
と

は

ま

っ

た

く

異
な

る
。

実
際
に

、

各
家
計
か

ら

支
出
さ

れ
る

民

間
へ

の

福
祉

費
の

割
合
は
、

一

九
九

〇
年
統
計
で

は

あ
る

が
、

ス

ウ
ェ

ー
デ

ン

四
・

四

％
に

対
し

て

米
国
二

九
・

二

％
と
い

う

数
字
が

あ

る
。

同
じ

統
計
で

福
祉
へ

の

税
金
の

割
合
が

ス

ウ
ェ

ー

デ
ン

三

六
・

八

％、

米
国
一

〇
・

四
％
で

あ
る

か

ら

そ

の

両
方
を
合
計
す

れ

ば
ス

ウ
ェ

ー

デ
ン

四
一

・

二

％、

米
国一．一

九
・

六

％
で

ほ

ぼ

同
じ

と

い

う
こ

と

に

　（
17）

な

る
。

　

そ

し

て
、

こ

の

自
由
主

義
、

社
会
民
主
主

義
、

大
陸
型
コ

ー
ポ

ラ

テ

ィ

ズ

ム
、

脱
生
産
主
義
の

四
レ

ジ

ー
ム

は
、

欧

米
と

い

う

市
民

社
会
の

伝

統
が

そ

れ

な

り
に

存
在
し

て

い

る

地

域
の

モ

デ
ル

で

あ
る
こ

と

に

注
意
す
べ

き

で

あ
る

。

口

本
に

安

易
に

あ
て

は

め

る

べ

き

で

は

な
い

。

す

で

に

グ

ー
デ
ィ

ン

に

よ
っ

て

日

本
は

自
由
主

義
モ

デ
ル

の

中
に

分
類
さ

れ

て

い

た
の

だ
が
、

こ

れ

は

特
に

九
〇
年
代
以

降
の

ア

メ

リ

カ

的
新
自
由
主

義
の

導
入
以
後
ま

す

ま

す

そ

の

特
徴
が

現
れ
、

格
差
が

強
い

社
会
に

な
っ

た
。

し
か

し

本
来
は

家
族

主

義
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が

強
く、

儒
教
倫
理

に

よ

る

社
会

的
モ

ラ
ル

が

あ
っ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず、

も
は

や

人
々

の

こ

の

モ

ラ
ル

は

失
わ
れ

た

と
い

う
べ

き

で

あ
る

。

　
さ

ら

に

オ

ラ

ン

ダ
は
、

共
存
を

旨
と

す

る

「

自
由
と

寛

容
」

を

伝
統
と

し

て

持
つ

多
極
共

存
民

主
主
義
の

国
で
、

百
年
以

上
も

キ

リ

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
〔
18）

ス

ト
教
民
主
主

義
が

根
付
い

た

国
で

あ
る

と

い

う
こ

と

に

注
意
す
べ

き

で

あ
る

。

こ

の

よ

う
な

市
民

的
美
徳
を

与
え

る

今
後
の

日

本
の

モ

デ
ル

は

何
な

の

だ

ろ

う
か

。

三

　
賀
川
豊
彦
の

宗
教
倫
理
と

宗
教
認
識
論

　
こ

こ

で

は
、

具
体
性
を

持
た
せ

る

た

め

に
、

宗
教
と

社
会
倫
理

を

独
自
の

仕
方
で

結
び
つ

け
、

か

つ

宗
教
的
認
識
論
の

展
開
に

ま

で

及
ん

だ
日

本
近

代
史
上

の

社
会

事
業
家
・

賀
川
豊
彦
を

手
が

か

り

と

し

て
、

今
後
の

日

本
モ

デ
ル

を

作
る

き
っ

か

け

を
示
唆
し

た
い

。

　

賀
川
豊

彦

二

八

八

八
−

一

九
六

〇
）

は
一

九
〇
九

年
、

キ

リ
ス

ト

教
伝
道
者
を

目
ざ
す
二

十
一

歳
の

神
戸
神
学
校
の

学
生
で

あ
っ

た
。

医
師
か

ら
、

結

核
病
で

余
命
長
く
な
い

と

告
げ
ら

れ
、

残
さ

れ

た

生
涯
を

最
も

貧
し

い

人

々

の

た
め

に

献
げ
よ

う
と

神
戸
の

ス

ラ
ム

街

に

身
を
投
じ

た
。

そ

こ

で

実
践
し
た

救
貧
、

救
霊

の

活

動
は

や
が

て
セ

ツ

ル

メ

ン

ト
、

労

働
運
動

、

農
民
運
動、

普
選
運
動

、

無
産
政

党
樹
立
運
動
、

協
同

組
合
運
動
な

ど

と

広
が

り
、

同
志
と

と

も

に

日

本
の

社
会
運

動
の

基
を
築
く
こ

と

と

な

っ

た
。

ス

ラ
ム

は

ウ

ソ
、

盗
み
、

喧

嘩
、

傷
害
事
件

、

売
買
春

、

お

金
の

た

め

の

も
ら
い

子
殺
し

な
ど

が

日

常
で

あ
っ

た
。

そ

れ
ら

す
べ

て

が

「

貧
困
」

か

ら

く

る
こ

と

を

見
出
し
、

そ

の

後
に

米
国
プ

リ
ン

ス

ト
ン

大

学、

同

神
学

校
留

学
の

の

ち
、

「

貧
民
心

理
の

研
究
』

、

『

死
線
を

越
え

て
」

な

ど

を

執
筆
し

た
。

特
に

後

者
は

、

自
伝
的
小
説
と

し

て
一

五

〇
万
部
売
れ

る

大
正

期
最
大
の
ベ

ス

ト
セ

ラ

ー

と

な
っ

た
。

　

命
を

長
ら

え
た

彼
が

ラ

イ
フ

ワ

ー

ク

と

し

た

の

は

協

同

組
合
社
会
の

建

設
で

あ
っ

た
。

若
い

頃
の

ス

ラ
ム

宣

教
以
来

、

「

貧

困
」

の
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解
消
に

関
心

を

持
ち

、

そ

れ

が

経
済

学
へ

と

関
心

を

向
け

る

理

由
と

な
っ

た
。

た

だ
、

彼
は

個
別
科
学
と

し

て

の

経
済
学
を

構
築
す
る

と
い

う
よ

り

も
、

社
会
実

践
家
と

し
て

経
済
の

背
景
に

あ
る

思
想
へ

と

考
察
を

向
け
て

い

る
。

そ

し

て
、

近
代
経
済
学
が

前
提
と

す
る

ホ

モ

・

エ

コ

ノ

ミ

ク

ス

の

人

間
観
と

市

場
主

義
を

厳
し

く

批
判
す
る

こ

と
と

な
っ

た
。

だ

か

ら

と

言
っ

て
、

市
場
万

能
論
を
避
け
る

た

め

に
、

今
日

の

専
門
領
域
の

経
済
学

者
が

し

ば
し

ば

指
摘
す

る

よ

う
に

、

す

ぐ

に

政
府
の

役

割
を

説
く
と
い

う
こ

と

で

も

な
い

。

む

し

ろ

非

市
場
的
な

民
間
の

役

割
を

説
い

て

い

る
。

　
こ

れ
が

彼
独

自
の
、

相
互

扶
助
と

友

愛
の

各
産

業
別
の

協

同
組
合
組
織
の

主

張
と

な

る
。

現

代
的
に

い

え

ば

労
働

組
合
の

み
な

ら

ず

公
共

哲
学
が

説
く
NPO

／
NGO

な

ど

非
営

利
市
民
セ

ク

タ

ー

活
動
の

重
視
で

あ
る

。

そ
こ

か

ら

国
家
論
を

も
展

開
し

た
。

つ

ま

り、

産
業
議
院
と

社
会

議
院
の

二

院
制
に

よ

る

「

協

同
組

合
国

家
」

を

構
想
し

て

議
員
を

選

挙
す
る

。

そ

し

て

次
の

よ

う

に

語
る

。

「

若
し

系
統
機

関
に

依
つ

て

選

出
す
る

様
に

な
れ

ば
、

金
は

無
く
と

も

（

選

挙
に
）

出
る

こ

と

が

出

来
、

産

業
を

合
理

化
し

国
民

経
済

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　〔
19）

の

冗
費
を

省
き

、

私
利
を

離
れ

て

公
共
の

た

め

に

尽
す
こ

と

が

出

来
る
」

。

こ

の

よ

う
に

、

彼
の

関
心
は

ま

ぎ
れ

も
な
く

「

公
共
の

た

め

に

尽
く
す
」

こ

と

に

あ
っ

た
の

だ
。

　

彼
の

キ

リ

ス

ト

教
の

特
徴
を

、

『

キ

リ
ス

ト

教
兄

弟
愛
と

経
済

改
造
』

の

中
の

「

贖

罪
的
回

復
と

再
創
造
」

に

つ

い

て

簡
単
に

見
て

み

よ

う

と

思
う

。

贖

罪
愛
と

自
然

神
学
は

賀
川
の

中
で

調
和
し

て

い

る
。

現
代
で

は
、

十
字
架
の

贖

罪
を
説
く
神
学
者
は

白
然
神

学
へ

の

評
価
が

低
く
な

る

こ

と

が

多
い

。

し

か

し
、

賀
川
に

は

そ

れ

が

な
い

。

他
方、

人
間
の

生
ま

れ

な

が

ら

の

自
然
的
善
意
や

、

倫
理
宗

教
と

し

て

の

キ

リ

ス

ト

教
な
い

し

は

社
会

的
キ

リ

ス

ト

教
を

説
く
神
学
者
は
、

十
字
架
の

贖
罪
的
救
済
観
へ

の

評
価
が

低
く

な
る

。

し

か

し

賀
川

に

そ

の

傾
向
も

見
ら

れ
な
い

。

賀
川
の

キ

リ

ス

ト

教
理

解
は

正

統
的
で

伝
統
的
で

す

ら

あ

る
。

そ

し

て
、

十
八

ー

十
九
世
紀

欧
米
の

信
仰
覚
醒
運
動
（

リ
ヴ
ァ

イ

ヴ

ァ

ル

運
動）

の

指
導

者
の

よ

う
に

、

そ

れ

が

実
践
へ

と

深
く
コ

ミ

ッ

ト

す

る

も
の

と

な
っ

た
。

45 （333）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

ま

た

確
か

に
、

実
践
が

、

彼
を

し

て

こ

の

よ

う
な

贖

罪
愛
の

キ

リ

ス

ト

教
理

解
に

導
い

た

面
が

あ
ろ

う
。

　

彼
の

実
践
の

働
き

の

広
が

り

は
、

当
時
の

キ

リ
ス

ト

教
会
の

理

解
を

は

る

か
に

超
え

る

ほ

ど

多
岐
に

わ

た
っ

て

い

た
。

そ

の

神

学
的

背
景
は

何
だ

ろ

う
か

。

そ

れ

は
、

贖
罪
の

教
理
を

世
界
の

回
復
な
い

し

は

再
創
造
の

働
き

と

結
び
つ

け

た
こ

と

で

あ

り、

ま

た
世
界
の

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
20）

中
に

神
の

働
き

の

ダ

イ
ナ

ミ

ズ

ム

を

見
た

、

そ

の

よ

う

な

タ

イ
プ

の

自
然
神
学
に

あ
る

と

思
わ

れ

る
。

　

社
会
形
成

、

文

化
形
成
は
一

人

で

な
さ

れ

る

こ

と

は

な

く
、

必
ず
人

と

の

協
力
が

必
要
で

あ

ろ

う
。

こ

こ

に

賀
川
の

協
同
組
合
運
動

の

思

想
を

理

解
す
る

宗
教
的
背
景
が
あ
る

。

こ

の

よ

う
な

神
学
的

解
釈
の

も

と

に
、

次
に

続
く

文

章
の

意

味
は

き

わ

め

て

明
瞭
で

あ

ろ

う
。

「

で

私
は

、

十
字
架
愛
の

原

則
を
、

た

だ
一

種
の

教

条
と

し
て

聖
壇
の

上

に

残
し

て

置
か

な
い

で
、

キ

リ

ス

ト
の

如
く

全
社
会
に

生
か

し

て

行
か

な
け

れ

ば
な

ら

ぬ

と

思
ふ

。

其
処
に

キ

リ

ス

ト
教
の

本
質
が

、

経
済
運
動
の

本
質
と

な
ら

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

原

則
が

存
在
し

て

い

る

の

で

あ
る

」

。

　

し

た

が
っ

て

こ

れ

は
、

神
が

人

間
に

直

接
に

働
き

か

け

る

と
い

う
神

秘
主

義
で

は

な
い

。

個
人
倫
理
か

ら

社
会
倫
理
へ

と

重
点
を

シ

フ

ト

さ

せ

た
上

で

の
、

「

愛
の

実
践
」

と

し

て

の

宗

教
的

社
会

倫
理
の

展

開
が

（

世
界
3
に

お

い

て
）

あ

る
。

そ

の

社
会
倫
理
の

担
い

手
は

隣
人
愛
を

自
覚
し

た

人
々

で

あ
る

。

人
問
の

行
為
を

通
し

て

な

さ

れ
る

社
会
の

構
造
の

変
革、

そ
の

可
能

性
を
も
射
程
距
離
に

入

れ
て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

　

こ

う
し

た

彼
の

言
う

「

神
の

愛
」

を

具

体
化
す
る

に

は
、

人
間
の

側
に

神
の

愛
を
受
け

止
め

る

「

連
帯
」

が

必
要
で

あ
る

。

そ

の

よ

う

な

「

連

帯
」

が

協

同
組
合
を
生
み

出
し

て

い

く
の

で

あ
り

、

も
し

単
な

る

「

同
胞
愛
」

に

と

ど
ま

る
な

ら

ば
、

そ

の

よ

う

な

「

同
胞

愛
」

は

イ

デ
オ
ロ

ギ
ー

化
し

て

や

が

て

は

社
会

変
革
に

暴

力
を

伴
な

う
で

あ
ろ

う
。

彼
は

そ

れ

を

認
め

な
い

。

「

で
、

信
仰
と

は
、

こ

の

柔
弱
に

見
え

る

愛
の

力
の

方
が

、

暴
力
に

よ

る

活
動
よ

り

更
に

大
き

な

可

能
性
を

持
つ

こ

と

を

信
ず
る
こ

と

を

含
ん

で

い

る
」

。

賀

（334）　 46

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

公共哲学 と宗教倫理

川
が
マ

ル

ク

ス

の

資
本
主

義
分

析
を

認
め

な

が

ら

も
、

な

お
、

随
所
で

そ

の

唯
物
論
と

暴
力
革

命
に

断
固
と

し

て

反
対
し

て

い

る

理

由

も
こ

こ

に

あ
る

の

で

あ

る
。

個

別
科
学
と

し

て

の

経

済
学
で

は

な
く

経
済
学
の

背
景
と

な

る

近
代
主

義
的
な

倫
理

的
基
盤、

こ

れ

を

彼

は

変
え

よ

う
と

し
た

の

で

あ
っ

た
。

近

代
経
済
学
が

前
提
と

す
る

ホ
モ

・

エ

コ

ノ

ミ

ク
ス

の

人
間
観
と

市
場
主
義
へ

の

挑
戦
を

し
て

い

る

の

で

あ

る
。

賀
川
の

「

友
愛
」

を
基

調
と

し

た

協

同
組
合
運
動
は

日

本
型
コ

ー

ポ

ラ

テ
ィ

ズ
ム

の

は

し

り
と

な

っ

た
。

結
語

　
で

は

東
ア

ジ

ア

そ

し
て

口

本
で

、

今

後
、

「

自
己

利
益
の

み

の

追

求
」

と

「

消
費
の

欲

望

増
大
」

を

善
と

す
る

倫
理

観
を

持
つ

ホ

モ

・

エ

コ

ノ

ミ

ク
ス

の

人

間
観
を

変
え

、

人

々

に

真
の

幸
福
を
も
た
ら

す
社
会
は

い

か

に

し

て

形
成
で

き
る

の

か
。

諸
宗
教
は
い

か

な

る

役
割
を

果
た

す
べ

き

か
。

筆

者
は

「

和
」

を

尊
ぶ

日

本
思
想
を

も
う
］

度
根
底
か

ら

考
え

直
す
こ

と

が

必
要
だ
と

考
え

る
。

多
層

的
・

多

元
的
に

存

在
す
る

儒
教
の

「

仁
」

、

仏
教
の

「

慈
悲
」

、

キ

リ

ス

ト

教
の

「

隣
人

愛
」

に

基
づ

い

た

市
民
的
美

徳
の

醸
成
で

あ

る
。

以

下
に

そ

の

デ
ッ

サ
ン

を

示
し

た

い
。

　

異
質
な

「

他
者
」

と

対

話
し

共
存
し

て

い

く

に

は
、

自
我
に

お

い

て

「

寛
容
」

の

徳
目
を

身
に

つ

け
る

こ

と

が

大

切
で

あ
る

。

自
我

に

お

い

て

「

自
然
的
な

自

我
」

か

ら

の

転

換
が

必
要
で

あ
る

。

こ

の

「

自

我
の

転

換
」

を

筆
者
は

「

自
我
の

再
生
」

（
ル

ネ

サ
ン

ス
）

　
　

　

　
　

　

（
21）

と

呼
び
た
い

と

思
う

。

「

自
我
の

再
生
」

は

伝

統
的
な

宗
教
（

仏
教

、

儒
教

、

キ

リ

ス

ト

教、

イ
ス

ラ

ー
ム

教
、

ヒ

ン

ズ

ー

教、

神
道

な

ど
）

の

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ
ィ

ー

が

導
く

「

回
心
」

の

体
験
で

あ
ろ

う
し
、

そ
こ

か

ら

「

寛

容
」

の

徳
目
は

必
ず
や

教
え
ら

れ

て

い

る
。

い

や
、

教
え

ら

れ

ね
ば
な

ら

な
い

。

今

後
の

市
民

社
会
は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

宗

教
が

多
元
的
に

教
育
を

通
し

て
、

こ

の

「

寛
容
」

の

美

徳
を

育
む

エ

ー

ト

ス

を

与
え

る
こ

と

を
期

待
す

る
。
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異
質
な

「

他
者
」

の

グ

ル

ー
プ

と

の

間
に

、

そ

れ

ぞ

れ

領
域・
王

権
を

強
調
し

、

そ

の

上

で

対
話
に

よ
っ

て

「

和
」

を

尊
重
す
る

、

こ

れ
が

公

共
圏
に

お

け
る

ル

ー
ル

と

な

る
。

　

こ

こ

で

は
、

東
ア

ジ

ア
の

「

和
」

の

思
想

の

伝
統
が

生

か

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る
。

「

論
語
』

の

「

和
し

て

同
ぜ

ず
」

は

「

和
」

が

「

同
」

に

な

ら

な
い

こ

と

を
強

調
す
る

（

君

子
和
而

不
同

、

小
人

同
而

不
和
）

。

人
々

は

同
じ

に

な

ら

な

く
て

も

よ
い

、

異

質
な

「

他

者
」

と

共
存
す

る

が
、

し

か

し
、

対

話
を

通
し

た

調

和
を

求
め

よ

う
と

す
る

。

『

禮

記
』

や
日

本
の

聖
徳

太
子
（
五

七

四

−

六】
一

二
）

の

「

十
七

条
憲
法
」

の

「

和
を

も
っ

て

貴
し

と

な

す
」

（

以

和
為

貴）

も

こ

れ

を

目
指
し

た

は

ず
で

あ
っ

た
。

　

卜
七

世
紀
の

ヨ

ハ

ン

ネ
ス

・

ア

ル

ト
ゥ

ジ

ウ

ス

と

同
様

、

「

人

民
」

な

い

し

は

「

民
衆
」

を
強

調
し
、

こ

れ

を

「

シ

ア

ル
」

と

表
現

し

た

の

は
二

十
世
紀
の

韓
国
の

思
想

家、

咸

錫
憲
（

ハ

ム
・

ソ

ク

ホ

ン
、

一

九
〇
一

−
一

九
八

九）

で

あ
っ

た
。

彼
は

戦
後
韓

国
の

六

十

年

代
か

ら
の

軍
事
政
権

下
で

の

民・
王

化
運
動
に

コ

ミ

ッ

ト

し

た

実
践
的
思
想
家
で

あ
っ

た
。

そ

し

て

「

和
の

思
想
」

を

議
論
す

る
の

に
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
22）

儒
教
古

典
の

『

巾
庸
』

を

参
照
し

て

い

る
。

そ

の

箇
所
を

引
用
し

て

締
め

く
く

ろ

う
。

　

　

　

ど

う
す

れ

ば
そ

の

和
を

得
る
こ

と

が

で

き

る

か
。

中
道
を

守
っ

て

の

み

可

能
で

あ

る
。

中
庸
の

中
は

天

下
の

達
道
で

あ
り

、

和

　

　

は

天
下
の

達

徳
で

あ
る
と

言
う

。

徳
は

道
か

ら

出
て

来
る

。

徳
と

は

自
分
が

体
験
し

て

得
る

も

の

で

あ

る
が

、

体
験
は

道、

す
な

　

　

わ

ち

真
を

白
分
の

体
で

実
践
し

て

の

み

得
る
こ

と

が

で

き
る

。

さ

ら

に

続
け
て

　

　

　

中
は

中
正
で

あ
る

。

正

し

い

位

置
で

あ
る

。

よ

り

高
い

位
置
で

あ
る

。

超
越
し

た

位
置
で

あ
る

。

だ

か

ら
、

「

喜
怒

哀
楽
の

い

　

　

ま

だ

発
せ

ざ

る
」

（

喜

怒
哀

楽
之

未
発）

を

中
と

言
う
（
「

中
庸
」

I12

）
。

中
は

ま

た

極
で

あ
る

。

あ

る
い

は
一

で

あ

る
。

公
で

　

　

あ
る

。

仁
で

あ
る

。

空
で

あ

る
。

虚
・

霊

で

あ
る

。

天
で

あ

る
。

そ

の

中
を

望
ん

で

の

み
、

そ

れ

を
［

日

標
に

し
て

の

み
、

和
に

至
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る
こ

と

が

で

き
る

。

和
と

は

天
を
望
ん

で

う
ご

め

く

大
蛇
の

運
動
で

あ

る
。

う
ご

め

け

ば

和
気
が

生
ま

れ
る

。

血

が
め

ぐ

る
。

気

　
　

分
が

変
わ

る
。

こ

れ

は

血
が

循
環
し

て

な

る

革

命
で

あ

る
。

無
血

革
命
で

あ
る

。

無
血
で

な
く
て

本
当
は

有
血
で

あ
る

。

本
当
の

　
　

意

味
の

有
血

革

命
で

あ

る
。

流
血

革
命
で

は

な

く
て

通
血
革

命
で

あ

る
。

血

を
め

ぐ
ら
せ

る

革

命
で

あ

る
。

血
が

め

ぐ

れ

ば

甦
っ

　
　

て

く

る
。

　

彼
の

言
う

「

民
衆
」

は

「

天
」

に

よ
っ

て

生
か

さ

れ
て

い

る

民

衆
で

あ

る
。

筆
者
の

言
葉
で

は

「

自
我
の

再
生
」

を

経
験
し
た

「

市

民
」

と

置
き

換
え
て

も
よ

い
。

真
の

「

市
民

革
命
」

と

は
、

人
々

の

「

心
」

と

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

ー
の

刷
新
を

伴
な
っ

た

「

和
の

思

想
」

を
も
っ

て

始
ま

る
。

実

践
的
に

は

「

友
愛
」

と

「

連
帯
」

に

よ

る

市
民

活
動
を

通
し

て

の

み
、

「

幸
福
な

社
会
」

が

達

成
さ

れ

る

の

で

あ
る

。

注
（
1）
　
拙

稿
「

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

ー

と

平

和
」

（
日

本
平
和
学
会

編
『 ．
平

和
研
究
』

第
三

二

号
、

早
稲
田

大

学
出
版
部、

二

〇
〇

七
年）

。

拙
著
U

国

　
　
家
・

個
人
・

宗
教
』

講
談

社
現

代
新
書、

二

〇
〇
七

年、

第
三

章
。

（
2
）
　
公
共
哲

学
と

宗
教
と

の

関
係
に

つ

い

て

は

稲
垣
久

和
・

金
泰

昌
編
『

宗
教
か

ら

考
え
る

公
共
性
』

（

シ

リ
ー
ズ

公

共
哲
学

　
第
一

六

巻）
、

東
京
大
学

　
　
出
版
会、

二

〇

〇
六

年
な

ど

参
照

。

〔
3
）
　
拙
著
『

国
家
・

個
入
・

宗
教
』

第
六

章
参
照

。

（
4
）
　
「

科
学
と

キ
リ

ス

ト

教
」

と

い

う

テ
ー

マ

で

は

す
で

に

筆
者
は

翻
訳
を

含
め
多
く

の

内
容
を

書
い

て

き

た
。

「

科
学
と

キ

リ
ス

ト

教
」

（

『

凵

本
の

神

　
　
学
』

三

四
号、

日

本
基
督
教
学
会、

一

九
九
五

年）
、

「

芦
名
著
「
自
然

神
学
再
考
」

書
評
」

（
『
『

本
の

神
学
」

四

七

号、

二

〇
〇
八
年）
、

「

哲
学
的
神

　
　
学
と

現
代
』

ヨ

ル

ダ
ン

社、

一

九
九
七

年
、

『

公
共
の

哲
学
の

構
築
を

目
指
し

て
」

教

文
館、

二

〇
〇
一

年、

J
・

ポ

ー

キ

ン

グ

ホ

ー

ン

（
稲
垣
・

濱

　
　
崎
訳）

『

科
学

時
代
の

知
と

信
』

岩
波

書
店

、

一

九

九

九

年、

A
・

マ

ク

グ
ラ

ス

（

稲
垣

他
訳）
「
科
学
と

宗
教
』

教
文

館、
、

一

〇

〇
四

年、

国

ヨ
¢

「−

　
　
ぴq

雪
雰
「

特
集

　
科
学
と

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ

テ

ィ
」

東

京
基

督
教
大
学
・

共
立
基

督
教
研
究

所
編、

二

〇
〇
六

年
）

な

ど
。

（

5
）
　
拙
稿
「

時
の

法
令
」

〔
雅
粒
社）

二

〇
〇
七

年
四
月
矗

二

〇
〇
九

年
三

月
連
載

＝

公
共」

を

考
え
る
」

な
ど

。
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（
6
）
　
川
合
清
隆
「

ル

ソ

ー

と

ジ
ュ

ネ
ー
ブ

共
和
国」

名

古
屋

大
学
出
版
会、

二

〇
〇
七

年、

一

九
〇

頁
。

（
7）
　
拙
著
『

宗
教
と

公

共
哲
学
』

東
京
大

学
出
版
会、

二

〇
〇
四

年、

］

七
六

頁
以

降
。

（
8）
　
た

と

え

ば
ジ
ョ

ン
・

ピ

ッ

ク

（

間
瀬
・

稲
垣

訳）
『
宗
教
の

哲
学
』

勁

草
書
房、

一

九
九
五

年
、

参
照

。

（
9）
　
カ

ー

ル

・

ポ
パ

ー

（
森

博
訳
）

『

客
観
的
知

識
」

木

鐸
社、
　一

九
七
四

年、
　
＝
二

八、

二

七
五

頁。

（
10
）
　
C
・

ハ

ミ

ル

ト

ン

（
嶋
田

訳
）

『

経
済
成
長

神
話
か

ら
の

脱
却』

ア

ス

ペ

ク

ト
、

二

〇
〇
四

年
、

四

四

頁
。

（
11
）
　
ヵ
o
σ
Φ

醇

国゚

Ooo

象
算

炉

§
碁
額

遣

駄

翻
愈

§
蕊、

ご
ミ

ミ
勢
轟

ぎ
鴇
 
ミ

§
q

§
ミ

謬
§
蕊

沁

礦
言
輪一

しu．
旨

勺
o
ピ

QD°
。 。

一−
一

。。

山
POp

ヨ
酵
貳
働q
Φ

　
　
q
巳
＜
o
『

ω一
蔓

℃

希
的

P
卜。

OO

一゜

（
12
）
　
”°
国゚

Ooo

島
コ

Φ
什

巴゚

寡
ら

蠢
妹凡
o

ミ
建

類
ミ
鰹

匹

〉
貯

ミ

ミ
ミ
羮
惹

駄

丶
ミ

ミ
§
鈩

O
帥

白

耳
置
伽q
Φ

¢
昌

冒
霞
。・

詫
賓

即
Φ

聲
卜。

OO

。 。°

（

3ユ
）
　
水
島
治

郎
「

脱
柴

産
主
義
的

福
祉
国
家
の

可
能
性
」

（
広

井
良
典
編
『

環
境
と

福
祉
の

統

合
』

有
斐

閣、

二

〇
〇
八

年）
、

二

六
」

頁。

（

14
）

　
以

下
の

叙
述
は

主
と

し

て

勺
Φ

叶

奠

コ
○

鋸
、．
ぎ
肓
o

身
o
歐
o
尸、、

O
こ
ミ

ミ

ミ

ミ
ミ
駐
、

搴
鴨

ぐ

譚
の

討

§

肉
腰

忌
鴨

§
｝

尋

欝
ミ

吻

ミ
黥

黷

ミ
鴨

胴
§
丶

ミ

　
　

§
唖

Q ．
竃

P
タ
げ
詳
O
「

ロ
OO

歪
旨
 

「一

UGO
『

＝

PZ

Φ

宅

団
O
弓

厂

一

ゆ
DO
 

に

よ

る
。

（

15
）

　
ス

ウ
ェ

ー
デ
ン

の

場
合、

一

六
八

六

年
の

教
会
法
に

よ

っ

て

教
会
の

教
区
が

貧
民
な

ど
を

救
済
す
る

義
務
が
あ
る

こ

と

が

明
記
さ

れ

た
。

こ

の

教
会

　
　
法
か

ら

救
貧
法
が
分

離
し
、

一

七
六「．→

年
に

教
区
に

課
税
権
が

あ
る

こ

と
、

お

よ

び

住
民
に

納
税
義
務
が

あ
る

こ

と

が

明
記
さ

れ

た
。

一

八

六．
一

年
に

　
　
は
地
方

行
政
法
が

で

き
た

。

こ

れ
に

よ

っ

て

今
ま

で

の

教
区
が

、

教
会
の

教
区
と

行
政
区
と

し

て

の

村
に

分
け
ら
れ、

村
に

は

課

税
権
が

与
え
ら
れ

て

　
　
救
貧

対
策
を

担
当
す
る
こ

と

に

な
り、

教
会
か

ら

分

離
さ

れ

た
。

（
16）
　
拙

著
『

宗
教
と

公
共

哲
学
」

、

一

八

〇
頁
参
昭…

（
17）
　
イ
エ

ス

タ
・

エ

ス

ピ

ン
ー

ア
ン

デ
ル

セ

ン

（
渡
辺
雅

男
・

渡
辺
景
子
訳）

『

ポ
ス

ト

工

業
経
済
の

社
会
的
基
礎

…
上
巾

場
・

福
祉

国
家
・

家
族
の

政
治

　
　
経
済
学
』

桜
井
書
店、

二

〇
〇

〇
年

、

二

四

七

頁。

（
18
）
　
P
・

ヘ

ス

ラ

ム

（
稲
垣

・

豊

川
訳
）

「

近

代
主
義
と

キ

リ
ス

ト

教
　

　
ア

ブ

ラ

ハ

ム

・

カ

イ
パ

ー
の

思
想
』

教

文
館、

二

〇

〇
二

年
。

ま
た

キ

リ

ス

　
　
ト

教
民
主

同
盟
で

は

季
刊
誌
O
隷

蓋
無

§

b
笥

ミ

ミ

羮
譜
ら

蒔

寄
薄
§
ミ
認

偽

§
を

発
行
し
、

時

代
に

合
っ

た

キ

リ

ス

ト

教
民
主
主

義
の

理

論
と

政
策
を

　
　
研
究
し

続
け
て

い

る
。

（

19
）

　

賀
川
豊
彦
「
キ

リ
ス

ト

教
兄
弟
愛
と

経
済
改
造
』

一

九
三

六

年、

全

集
・

第
十
一

巻
（

キ

リ
ス

ト
新
聞
社
）

、

二

一

二

頁
。

〔
20
）
　
自
然
神
学
に

つ

い

て

は

注
（

4
）
の

A
・

マ

ク
グ
ラ

ス

『

科
学
と

宗
教
』

や

稲
垣
他
訳
「
神
の

科
学』

教
文
館

、

二

〇
〇
五

年
な

ど

参
照。

（

21
）

　
拙
著
『

国
家

・

個
人

∴
爪

教
』 、

五

八

頁
。

（
22
）

　
咸
錫
憲
（
専
亨
均

訳）

『

咸

錫
憲
の

基

本
思
想
」

伯
栽
文
化
社、

二

〇
〇
〇
年、

一

〇
五

頁。
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