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住

家

正

　
芳

〈
論
文
要
旨
〉
　
本
稿
は、

宗
教
の

合
理
的
選

択
理

論
と

、

そ

の

仮
想
敵
と

さ

れ

た

P
・
バ

ー

ガ

ー

の

初
期
の

論

考
と

を

対
比
さ

せ

る

こ

と

に

よ
っ

て、

　
二

つ

の

こ

と

を
明
ら
か

に

す

る
。

一

つ

は、

宗
教
の

合
理

的
選
択
理
論
は

必
ず
し

も

「

新
し

い
」

理

論
で

は

な

い

と

い

う
こ

と

で

あ
り、

二

つ

目
は、

　
市
場
原
理

は

必
ず
し
も

自
動

的
に

宗

教
の

多
元

性
や

多
様
性
を

も
た
ら

す
も
の

で

は

な

く、

多
元

性
・

多
様
性
を

安
易
に

市
場
と

の

ア

ナ

ロ

ジ
ー

で

捉

　
え

る

べ

き

で

は

な

い

こ

と

で

あ
る

。

一

九

九

〇
年
代
以

降
台
頭
し
た
宗
教
の

合
理
的
選
択
理

論
は

自
ら
を

世
俗
化
論
に

と

っ

て

代
わ

る

も

の

と

し
て

位

　
置
付
け
て

き
た
が

、

議
論
の

内
容

自
体
は

か

な

り

類
似
し

て

お

り、

そ

の

点
に

お

い

て

宗
教
の

合
理

的
選

択
理

論
は

決
し
て

新
し

い

も

の

で

は

な
い

。

　
ま

た
、

宗
教
の

合
理
的
選
択
理
論
は

き

わ

め

て

楽
観
的
な

市
場
観
を
前
提
と

し

て

い

る

が
、

そ

の

よ

う
な

前
提
は

無
批
判
に

許
容
さ

れ

る

べ

き

も

の

で

　
は

な
い

。

八
キ

ー
ワ

ー

ド
〉

　
宗
教
の

合
理

的
選
択
理

論、

R
・

ス

タ

ー
ク
、

P
・

バ

ー

ガ

ー、

市
場
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は

じ

め

に

宗

教
社
会
学
の

理
論

状
況
に

つ

い

て
、

一

九
九
三

年
の

論
文
で

S
・

ウ
ォ

ー

ナ

ー
は

、

古
い

パ

ラ

ダ

イ
ム

か

ら

新
し
い

パ

ラ
ダ

イ
ム

へ

移
行
し

つ

つ

あ
る

と

し
、

古
い

パ

ラ

ダ

イ
ム

を
代

表
す

る

名
前
と

し

て

P
・

バ

ー
ガ

ー

の

名
前
を

、

新
し

い

パ

ラ

ダ
イ
ム

の

代
表
者

に

R
・

ス

タ

ー

ク

の

名
を

挙
げ
た

。

バ

ー
ガ

ー

が
代

表
す

る

の

が

「

世
俗
化
論
」

で

あ
り、

ス

タ

ー
ク

は

「

宗

教
経
済
学
」

あ

る
い

は

「

宗
教
の

合
理

的
選

択
理

論
」

の

中
心
人

物
で

あ
っ

て
、

ウ
ォ

ー

ナ

ー

は

前
者
か

ら

後
者
へ

の
パ

ラ

ダ

イ
ム
・

シ

フ

ト
と

し

て

状
況
を
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マソ

分
析
し
た

わ

け
で

あ
る

。

　

し
か

し
、

そ

の

シ

フ

ト
は

す
ん

な

り

と

進
ん

だ
わ

け
で

は

な
い

よ

う

で

あ

る
。

現
在
に

至
っ

て

も
、

ス

タ

ー

ク

ら
の

宗
教
の

合
理

的

選
択
理

論
が

全
面
的
に

受
け
入
れ

ら

れ

て
い

る

わ

け
で

は

な

く、

J
・

ベ

ッ

ク
フ

ォ

ー

ド

の

観
察
に

よ

れ

ば
、

そ

れ
に

の

め

り

込
む

支

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
ま　

持
者
と

、

頑
と

し

て

受
け

付
け

な
い

反

対

者
と

に

二

極
分
化
し

て

い

る

の

が

現
状
で

あ

る
。

ウ

ォ

ー

ナ

ー

が
パ

ラ

ダ
イ
ム

・

シ

フ

ト

と

呼
ん

だ
も
の

の

実
体
に

つ

い

て

も
、

「

反
世

俗
化
論
が

理
論
的
に

勝
利
し

た

と

言
う
よ

り

も
、

世
俗
化
を

め

ぐ
る

議
論
自
体
が

無
意

味

　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　ロ
ヨ　

な
も

の

に

思
わ

れ

る
よ

う
に

な
っ

た

と

言
う

方
が

正

確
で

あ
ろ

う
」

と

い

う
沼

尻
正

之

の

指
摘
が

適
切

で

あ

る
。

理
論
の

上
で

何
か

が

乗
り

越
え

ら

れ

た

わ

け
で

は

な
い

こ

と

か

ら
、

世
俗
化
論
と

、

そ

れ
を

乗
り
越
え

た

と

称
す
る

宗
教
の

合
理

的
選
択
理
論
の

議
論
の

内

容
は

実
の

と
こ

ろ

似
通
っ

た

部
分
が

多
い

。

そ

こ

で

本
稿
で

は

第
一

の

目
的
と

し

て
、

ウ

ォ

ー
ナ

ー

が

対
比
さ
せ

た
バ

ー

ガ

ー

と
ス

タ

ー

ク

の

論
考
の

共
通
点
を

明
ら

か

に

す

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

宗
教
の

合
理
的
選
択
理
論
が

必
ず
し

も

新
し
い

も

の

で

は
な
い

こ

と

を

示

す
。

　

目
的
の

第
二

と

し

て

は
、

宗
教
の

合
理

的
選
択
理
論
が

前
提
と

す

る

市
場
モ

デ

ル

の

問
題
点
を
明
ら

か

に

す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

経

済
学
上
の

知
見
の

導
入

が

現
状
の

宗
教
の

合
理

的
選
択
理
論
の

よ

う
に

安
易
で

あ
っ

て

は

な

ら

な
い

こ

と

を

指
摘
す

る
。

　

宗
教
の

合
理
的
選
択
理

論
に

対
す
る

批

判
は

す

で

に

い

く
つ

も

提
起
さ

れ
て

お

り
、

そ

れ

ら

を
ベ

ッ

ク

フ

ォ

ー

ド

は

四
つ

に

分
類

し

　
　
　
　　

て

い

る
。

　

 
個
人

行
為

者
の

心
理
か

ら

宗
教
集
団
に

関
す

る

推
論
を

構
成
す
る

こ

と
へ

の

懐
疑

。

　

 
宗

教
の

合
理
的
選
択
理
論
が

設
定
す

る

「

合
理

性
」

が

功
利
性
に

限
定
さ

れ

す

ぎ
て
い

て
、

他
老
へ

の

配
慮
と
い

う

観
点
か

ら

の

　
　

「

合
理

性
」

が

考
慮
さ

れ

て

い

な
い

こ

と
へ

の

批
判

。
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宗

教
の

機
能

的
合

理
性
の

側
面
に

焦
点
を

当
て

る

こ

と

が
、

宗
教
の

他
の

側
面
を

不
当
に

軽

視
し
、

宗
教
の

現
実
的
な
あ
り

方
を

　
　

ゆ
が

め

て

描

写
す

る

こ

と

に

な

る

の

で

は

な
い

か

と

の

憂
慮

。

　

 
宗

教
の

合
理

的
選

択
理

論
が

用
い

る

「

利
益
」

や

ヨ
ス

ト
」

、

「

代
償
」

と

い

っ

た

概

念
の

文
化

的
偏
差
、

相
違、

多
様
性
が

無

　
　

視
さ
れ

て
い

る
点
の

指
摘

。

　

 
は

論
理

構
成

上
の

瑕
疵
の

指
摘
で

あ
る

が
、

理

論
の

適
用

範
囲
を

個
人

行
為
者
の

行
為
に

の

み

限
定
す

れ

ば
あ

る

程
度
回

避
で

き

る

だ
ろ

う
。

 
も

、

理

論
上

の

構
成
物
と

し

て

の

モ

デ
ル

が

現
実
そ
の

も
の

で
は

な
い

の

は

当
然
で

あ
る

か

ら
、

問
題
は

む

し
ろ

モ

デ

ル

と

現

実
と

を
混

同
す

る

こ

と
の

方
に

あ
る

と

反

論
で

き

よ

う
。

こ

れ

ら
に

比
べ

、

よ

り

重
要
か

つ

生
産
的
な

批
判
と

な
っ

て

い

る

の

が

 
と

 
で

あ
ろ

う
。

こ

の

二

つ

は、

現
状
の

宗
教
の

合
理

的
選
択
理

論
が

素
朴
に

過
ぎ
る

こ

と

の

指
摘
で

あ

り
、

モ

デ
ル

と
し

て

の

有
効

性
を
追

求
す

る
た

め

に

は
、

考
慮
す
べ

き

変
数
を

大
幅
に

増
や

す

必
要
が

あ
る
こ

と

の

指

摘
で

あ
る

と

理

解
す

る

こ

と

が

で

き

る
。

　

宗
教
の

合
理
的

選
択

理

論
を
全
面
的
に

受

け

入
れ

る

か

否

定
す

る

か

と
い

う
極
端
な
二

者
択
一

は
、

ベ

ッ

ク

フ

ォ

ー
ド

に

言
わ

せ

る

と

産
湯
と
一

緒
に

赤
ん

坊
を

流
し

て

し

ま

う

よ

う

な

も

の

で

あ
り
、

た

し
か

に

建
設
的
で

は

な
い

。

赤
ん

坊
を

す
く
い

上

げ
る
よ

う

努

め
、

可
能
な

ら

産

湯
の

水
も

再
利
用

す
べ

き

だ
ろ

う
。

し
か

し
、

そ

の

た
め

に

は

重
要
な

問
題
点
の

検
討
が

欠

如
し

て

い

る
。

 
〜
 

の

批
判
は
い

ず
れ

も
、

宗
教
の

合
理

的
選
択
理
論
に

理

論
内

在
的

な

批

判
と

言
え
る

が
、

理

論
内
在
的
に

、

よ

り
重
要
な

問
題
で

あ

る

「

市
場
」

そ

の

も

の
の

問
題

、

す

な

わ

ち

市

場
が

ど

の

よ

う
な

機
能
を

持
ち

、

ど

の

よ

う
な

事
態
を

も

た

ら

し

得
る

の

か

に

つ

い

て

の

検
討
が

抜
け

落
ち

て
い

る
の

で

あ

る
。

本
稿
は
こ

の

よ

う
な

欠
如
を

補
う
も

の

と

し

て

の

意
味
を

持
つ

。

　
ま

ず
、

宗
教
の

合
理

的
選
択
理

論
の

内
容
を
概

観
す

る
こ

と

か

ら

始
め
よ

う
。
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一

　

宗
教
の

合
理
的
選
択
理
論

　
1
　
代
償
と

し
て

の

宗
教

　

宗
教
に
つ

い

て
、

「

合
理
的
選
択
理
論
」

を

名
乗
る

立

場
か
ら
一

連
の

論
考
が

発
表
さ

れ

た

の

は
主
と

し

て
一

九
九

〇
年

代
に

入
っ

て

か

ら

で

あ
る

。

た

だ

し

こ

れ

は
、

ま
っ

た

く

新
し

く
登
場
し

た

学
派
と
い

う

わ

け
で

は

な

く、

す

で

に

R
・

ス

タ

ー
ク

を

中
心
と

し

て

提
唱
さ

れ
て

い

た

「

宗

教
経
済

学
」

が

L
・

ア

イ

ア

ナ
コ

ン

の

参

入

に

よ
っ

て

市
場
理
論
的
な

装
い

を

得
た

も

の

で

あ
る

。

そ

こ

で
、

ス

タ

ー
ク

ら

の

「

宗
教
経
済
学
」

に

つ

い

て

概
観
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

宗
教
の

合
理
的
選
択
理

論
の

基

調
と

な
る

論
旨
を

確

認

し

よ

う
。

　

ま

ず、

ス

タ
ー

ク

ら

の

「

宗
教
経
済
学
」

の

起

点
は

、

「

人

間
は

、

自
ら

が

利
益
と

み

な

す
も

の

を
求
め

、

コ

ス

ト

と

み

な

す

も

の

　

　
　
　

　
　

　
う　

を
避
け

よ

う
と

す
る
」

と

い

う
人

間
理

解
で

あ
る

。

後
に

「

合
理
的
選

択
理
論
」

の

名
を

冠

す
る

よ

う

に

な
っ

て

か

ら

も
、

こ

の

学

派

の

「

合
理
性
」

に

つ

い

て

の

理

解
の

基
本
は

こ

の
よ

う
な
功
利
性
に

設

定
さ

れ

て
い

る
。

そ

し
て

、

利
益

は

稀
少
で

不
平
等
に

配

分

さ

れ
る
た

め
、

望
む

通
り
の

利
益
を

得
ら

れ

る

人

は

少
数
で

あ

り
、

大
半
の

人
は

、

自
ら

の

得
る

利
益
が

他
の
一

部
の

人
達
が

所
持
し

て

い

る

も

の

に

比
べ

て

少
な
い

と
い

う
、

相
対
的
な

剥
奪
感
を

抱
く
こ

と

と

な

る
。

　

た

だ

し
、

こ

の

よ

う

に

他
の

人
に

比
べ

て

自
ら

の

手
持
ち

の

少
な

さ

を

発
見
す
る

、

と

い

っ

た

剥
奪
感
の

相
対
性
の

ほ

か

に
、

利
益

の

う

ち

に

は
、

そ

も

そ

も

誰
に

と
っ

て

も

手
に

入

れ

ら
れ
な

い

も
の

が

あ
る

と
い

う
。

死
後
の

生
が

存
在
す

る
か

否
か

の

確
証
は

手
に

入
れ

よ

う

が
な
い

し
、

不
死
が

得
ら

れ

な
い

も

の

で

あ
る
こ

と

は

誰
も
が

分
か
っ

て

い

る
。

だ

が
、

手
に

入
れ
ら

れ

な
い

か

ら

と
い

う

だ
け

で

は
、

人
々

は

永
遠
の

生
と
い

う
利
益
を

求
め

る

こ

と

を
や

め

は
せ

ず
、

む
し

ろ

逆
に

人
々

は

そ

れ

を
求
め

続
け
る
、

と

い

う

の

（680） 52
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が
、

ス

タ

ー

ク

ら

の

引
き

合
い

に

出
す

例
で

あ

る
。

つ

ま

り
、

誰
か

が

手
に

入
れ

て

い

る

か

ら

そ

れ

を

欲
し
が

っ

て

欲
求
が

生
じ

る

だ

け

で

は

な

く
、

誰
も

持
っ

て

い

な
い

も

の

で

あ
っ

て

も

人
は

求
め

る

の

で

あ
っ

て
、

そ

こ

に

絶
対
的
な

剥
奪
感
が

生

じ

る
、

と
い

う
の

　

　
〔
6）

で

あ
る

。

　

剥
奪

感
が

生
ま

れ

る

と
、

人

は

そ

れ

を
埋
め
よ

う
と

す

る

が
、

強
く

欲
求
さ

れ

た

利
益
が

直

接
手
に

入

る

見
込
み

が

無
い

と

な

る

と
、

人

は

そ

の

利
益
を

、

今
現
在
こ

こ

で

す

ぐ

に
、

と
い

う
の

で

は

な

く
、

何
ら

か

の

代
償
的
行
為
に

耐
え

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

ど

こ

か

別
の

場
所
で

別
の

時
に

手
に

入

れ

ら

れ

る
、

と
い

う
よ

う

な

説
明
付
け
を

発
明

あ
る

い

は

発
達
さ

せ

る
。

大
人
が

子
供
に

「

し

っ

か

り

勉
強
し

て
、

い

い

子
で

い

れ
ば

、

い

つ

か

有
名
に

な
っ

た

り

お

金

持
ち

に

な
っ

た

り

で

き

る
よ
」

と

言
い

聞
か
せ

る

よ

う
に

、

短
期

的
な

快
楽
が

剥
奪
さ

れ

る

代
償
と

し

て
、

長
期
的
な

さ

ら

に

大
き

な

快
楽
を

手
に

入
れ

ら

れ
る

、

と

い

う

よ

う
な

説
明
が
つ

く
り

出
さ

れ

る
の

で

あ

る
。

　

そ

し

て
、

こ

の

よ

う
な

説
明
が

機
能
す

る

た

め
に

は
、

そ
の

代

償
的

行
為
が
い

つ

か

必
ず
報
わ
れ

る

も

の

で

あ
る

と
い

う
信
憑

性
が

確
立
さ

れ

て

い

な

く

て

は

な

ら

な
い

。

大
人
の

こ

と

を
子

供
が

ま
っ

た

く

信
用
し

て

い

な

け

れ

ば
、

大

人

が

何
を

言
い

聞
か

せ

て

も
無

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　（
7）

駄
で

あ

ろ

う
。

た

だ

し
、

代
償
に

は

特
殊
な

も
の

か

ら
一

般
的
な
も
の

ま
で

の
レ

ベ

ル

が

あ
り

、

一

般

的
で

あ

れ
ば

あ

る

ほ

ど
、

そ

の

信
憑
性
を

維
持
す

る

の

は

困
難
に

な

る
。

親
が

子
に

「

い

い

子
に

し
て

い

れ

ば
お

や
つ

を

あ

げ
る

」

と

約
束
す

る

よ

う

な
、

限

定
的
な

利
益
で

あ
れ

ば
、

代
償
は

短

時
間
の

忍
耐
と

い

っ

た

程
度
の

、

個
々

の

特
殊
な
事
情
に

固
有
な

も
の

で

済
む

し
、

そ

う

言
わ
れ
た

子
供

が

親
の

言
葉
を

信
じ

る

に

は
、

お

や
つ

を
ち

ら
っ

と

見
せ

て

も

ら

う
程

度
で

た
い

て

い

は

済
む

。

　

そ

れ

に

対
し

て
、

「

頑
張

れ
ば

人
生

の

成
功

者
に

な

れ

る
」

、

と

な

る

と
、

耐
え

忍
ぶ

べ

き

時
間
の

幅
は

ず
っ

と

長
く
な

り
、

言
わ

れ

た

者
が

そ

の

言
葉
を

信
じ

る

た

め
に

は
、

ま

ず
努
力
が

能
力
の

向
上
に

結
び

つ

く

と
い

う

自
ら
へ

の

信
憑
な
い

し

は

自
信
が

得
ら

れ

ね
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ば
な

ら

ず
、

そ

の

上
、

能
力
主

義
的
な

評
価
基
準
が

そ

の

人

が
生
き

る

社
会
に

体
系
的
に

確
立
さ

れ
て

い

る、

と

い

う
外
的
な

社
会
へ

の

信
憑
が

得
ら

れ

ね

ば
な

ら
な
い

。

そ

し

て

さ

ら

に
、

そ

の

人
が

「

能
力
」

と

信
じ
て

努
力
す
る

も
の

と
、

社
会
的
に

「

能
力
」

と

し

て

評
価
の

対
象
と

な

る

も

の

と

が

同
一

で

な

く
て

は

な

ら

な
い

。

　

代

償
の

報
い

と

し

て

期
待
さ

れ

る

も

の
が
一

般
的
に

な
れ

ば
な

る

ほ
ど

、

そ
の

信
憑

性
を

維
持
す

る
た

め
の

要
件

・

機
構
は

強
力
で

な
く
て

は

な

ら

な
い

の

で

あ
り

、

そ
の
一

般

性
が

さ

ら

に

進

む

と
、

約
束
さ

れ

る

も
の

が

た

だ
大
き

く
な
っ

て

い

く
だ

け

で

は

な

く
、

人
生
さ

ら

に

は

そ

の

終
着
点
と

し
て

の

死
の

意
味
や

宇
宙
の

目
的
の

よ

う
に

、

超
自
然

的
な
働
き

が

存
在
す
る

と

考
え
る
こ

と

に

よ

っ

て

し

か
、

代
償
の

信
憑
性
を

保
持
で

き

な
い

よ

う
な

利
益
が

生
じ

て

く
る

。

い

く

ら

社
会
的
な

組
織
が

公
正
に

運
用
さ

れ

よ

う
と

も
、

人
々

に

「

死
後
の

生
」

や

「

死
の

意
味
」

と

い

っ

た
も

の

を

信
じ

さ
せ

る
に

は

不

充
分

で

あ
り

、

そ
の

よ

う
な

信
憑
を
維
持
す
る

た

め

に

は
、

現
世
を

超
越
し

た

も

の

の

存
在
や

働
き

を
想
定
せ

ざ

る

を

得
な

く
な

る
。

ス

タ

ー

ク

ら
は

、

こ

の

よ

う
に

超
越
的
な

も

の

を
想

定
す

る
こ

と

に

よ
っ

て

機
能
す

る

代
償
の

提

供
者
こ

そ

が

宗
教
で

あ

る
と

し
、

次
の

よ

う
に

宗

教
を
定
義
す
る

。

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　（
8V

　
　

主
と

し

て
、

超
自
然
的
な

も
の

の

想
定
を

そ

の

基
盤
と

す
る
一

般
的
な

代
償
の

提
供
に

携
わ

る

人

間
の

組
織

。

　

超

自
然
的
な
も

の

の

想
定
は

、

代
償
の

信

憑
性
（

い

わ
ば

支
払
い

能
力
）

を

担
保
す

る

も

の

と

し
て

説
明
さ
れ

る

の

で

あ

り
、

絶
対

的
な

剥
奪
感
を
仮
定
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

宗
教
的
な

代
償
へ

の

需
要
は

、

す
べ

て

の

人
に

普
遍

的
に

存

在
す
る

も
の

と

さ

れ

る

の

で

あ
る

。

　

死

後
の

生
や

不
死

、

人
生
や

宇
宙
の

意
味
な

ど
へ

の

人
々

の

欲
求
は

と

ど

め

よ

う
の

な
い

も
の

で

あ

り
、

そ
の

た

め

人
々

は

當
に

宗

教
的
な

代
償
へ

の

需
要
を

抱
い

て
い

る
こ

と

に

な

る
。

宗
教
組
織
は
、

超
自
然

的
な

代
償
を

提
供
す

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

「

買
い

手
」

た
る

人
々

の

欲
求
を

満
た

す
「

売
り

手
」

と

し

て

位
置
付
け
ら

れ
る

の

で

あ
る

。
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宗教社会学理論 に お け る 「市場」

　
こ

の

よ

う
に
、

宗

教
的

需
要
が

人
間
存
在
の

本
質
と

し

て

設

定
さ

れ

る
こ

と

が
、

ス

タ

ー

ク

ら

が

バ

ー
ガ

ー
の

初
期
の

論
考
に

代
表

さ

れ

る

世
俗
化

論
を

批
判
す
る

際
の

拠
り

所
と

な
っ

て
い

る
。

ス

タ

ー

ク

ら

は

世
俗
化
を

、

「

す
べ

て

の

宗
教
経
済

邑一
伽q
δ

塁
　
 

8
亭

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　　

o

巨
 
ω

に

お

い

て

生

じ

る

三
つ

の

根
本
的
か

つ

相
関
的
な
プ
ロ

セ

ス

の

ひ

と

つ
」

と
す
る

。

他
の

二

つ

の

プ
ロ

セ

ス

は
、

リ
バ

イ
バ

ル

と

宗
教
革
新
で

あ
る

。

大
き

な
勢
力
を

持
ち

、

そ

の

社
会
に

お

い

て

支

配
的
な

宗
教
は

徐
々

に

現
世
的
・

世
俗

的
に

な

る

た

め
、

そ

の

宗
教
性
を

失
う

。

こ

れ

が

ス

タ

ー

ク

ら

に

と
っ

て

の

「

世
俗

化
」

で

あ

る
。

そ

し

て
、

そ

の

よ

う

な

宗
教

組

織
は
、

現

世
的
で

は

な

い
、

世
俗
に

対
す
る

ア

ン

チ
と

し
て

の

宗
教
を

求
め

る

市
場
か

ら

撤
退

す
る

た

め
、

残
さ

れ
た

市
場
を

タ

ー

ゲ
ッ

ト

と

し

た

急

進
的
な

宗
教
復
興
が

生

じ

る
。

こ

れ
が

リ
バ

イ
バ

ル

で

あ
る

。

一

方
、

支
配

的
な

宗
教
組
織
の

現

世
化
は
、

信

仰
の

再

生
を

求
め

る

新
し
い

宗

教
組
織
の

発
生

を
促
す
だ

け
で

は

な
く

、

支
配

的
な

宗
教
組
織
や

伝
統
の

新
た

な

編
成
を
も

促
す

。

こ

れ
が

宗

教
革
新
で

あ
る

。

　
っ

ま

り
、

あ
る

宗
教
組
織
は

市
場
に

お

け

る

支
配
的
地

位
を

確
立
す

る

に

つ

れ

て

現
世

的
と

な

り
、

そ

の

た

め
、

よ
り

非
現

世
的
．

宗
教
的
な

信
仰
へ

の

需
要
に

対
応
で

き

な
く

な

る
こ

と
か

ら
、

ま

だ

あ

ま

り

現
世
的
に

な
っ

て

お

ら

ず
、

勢
い

の

あ
る

宗

教
組
織
に

そ

の

「

顧

客
」

を

奪
わ

れ
、

市
場
か

ら

撤
退
す

る
こ

と

と

な

る
。

す

る

と

さ

ら

に
、

そ

の

市

場
の

獲
得
を

狙
っ

て

い

く
つ

も

の

新
た

な

宗

教

組
織
ま

た
は

旧
来
の

宗
教
の

革

新
組
織
が

出

現
し

、

競
争
の

結
果
そ

の

う

ち

の

ど

れ
か

が

支
配
的
と

な

る
と

、

そ

れ
が

ま

た

現
世
的

と

な

り

…

と
い

う
か

た

ち

で
、

世

俗
化
か

ら

リ
バ

イ
バ

ル

あ

る
い

は

宗
教
革
新、

さ

ら
に

ま

た

世
俗
化

、

と

い

う
プ
ロ

セ

ス

が

宗
教
市

場
を

め

ぐ
っ

て

繰
り

返
さ

れ

る
、

と
い

う
の

で

あ

る
。

　
2
　
市
場
の

自
動
調
整
機
能

　

で

は
、

市
場
そ

の

も
の

に

つ

い

て

は

ど

の

よ

う

に

捉
え

ら

れ

て

い

る

の

だ

ろ

う
か

。

宗

教
の

合
理
的
選
択

理
論
と

称
す

る

も
の

の

う

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
へ
10）
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
〔
11）

ち

に

も
、

個
人

や

家
庭
に

お

け

る

「

消
費
財
」

と

し

て

宗
教
を
理

解
す

る

も

の

か

ら
、

よ

り
マ

ク
ロ

な
レ

ベ

ル

に

主
眼
を

置
く
も
の

な
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ど
、

も
ち

ろ
ん

多
様
性
は

あ
る

。

だ

が
、

そ

れ
は

供
給
さ

れ

る

財
や

サ

ー
ビ

ス

の

設
定
の

あ

り

方
に

つ

い

て

の

多

様
性
で

あ
っ

て
、

宗

教
的
需
要
の

設
定
に

つ

い

て

は

右
に

見
た

ス

タ

ー
ク

ら

の

見

解
が

踏

襲
さ

れ
て

い

る
。

　

市
場
の

調
整
機
能
に
つ

い

て

も
、

宗
教
の

合
理
的
選
択
理

論
の

論

者
の

う
ち

も
っ

と

も

経
済

学
に

通
じ

て

い

る

ア

イ
ア
ナ
コ

ン

の

以

下
の

見
解
が

公

約
数
的
な

共
通
認
識
と

な
っ

て

い

る

と

み

な

し

て

よ
い

だ
ろ

う
。

　
　

宗
教
の

需
要
と

供
給
と
い

う

考
え
方
は
、

市
場
や

競
争

、

規
制
に

関
す
る

経
済
学
の

膨
大
な
理

論
と

デ

ー

タ

を
そ
の

ま

ま

利
用
す

　
　
る

こ

と

が

で

き

る
。

も
し

、

教
会
の

成
員
は

効
用

を

最
大
化
さ
せ

よ

う
と

す

る

需
要

者
と

し

て
、

教
会
は

利
潤
を
最
大

化
さ

せ

よ

　
　
う
と

す
る

供
給
者
と

し
て

行
為
す
れ
ば

、

市
場
の

圧
力
が

教
会
に

世
俗
的
な

企

業
の

よ

う
に

振
る

舞
う
よ

う
に

強
い
、

宗
教
間
の

　
　

競
争
の

利
点
や

、

独

占
に

よ
る

負
荷
お

よ

び

政
府
に

よ

る

統
制
の

難
点
が

、

経
済
学
の

他
の

分
野
に

お

け

る

の

と

同
じ

も

の

と

し

　
　
て

把
握
し

や

す

く
な

る
。

し
た

が
っ

て
、

市
場
モ

デ
ル

か

ら
、

世

俗
的
な

市
場

同
様

、

競
争
は

宗
教

市
場
を

活
性
化
し

、

供
給
者

　
　
は

、

消
費
者
の

個
々

の

要
求
に

う

ま

く
対
応
す

る

よ

う
、

既
存
の

も
の
だ

け

に

と
ど

ま

ら

ず
幅
広
い

信
仰
を
つ

く
り

出
す

よ

う

強

　
　
い

ら

れ
る
、

と

い

う
こ

と

が

予
測
さ

れ

る
。

他
方

、

国
家
に

支
持
さ

れ

た

宗
教

的
独

占
が

も
た

ら

す

の

は
、

う
わ
べ

の

敬
虔
さ

だ

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　　
ロ　

　
　
け
で

あ
り
、

そ

の

う
わ
べ

の

下
に

は
、

無
関
心

な

人
々

と

無
力
な
聖

職
者
が

存

在
す

る
こ

と
に

な

る
。

　

宗
教

市
場
に

お

い

て

「

売
り
手
」

と

し

て

の

宗
教
組
織
と

「

買
い

手
」

と
し

て

の

個
々

人
が

そ

れ

ぞ

れ

の

欲
求
を

最
も

効
果
的
に

満

た

す
べ

く
「

合
理

的
に
」

振
る

舞
う
と

想
定
す
る
こ

と

か

ら
、

こ

の

立

場
は

宗
教
の

合
理

的
選
択
理

論
と

自
称
す

る

わ

け
で

あ
り

、

国

教
の

よ

う
な

独
占
的
な
「

企

業
」

が

排
除
さ

れ

る

こ

と

は

市
場
の

活
性
化
と

し
て

肯

定
的
に

評
価
さ

れ

る
こ

と

と

な
る

。

　
ま

た
、

こ

の

引
用

文
に

お
い

て

は
、

も
っ

ぱ

ら

供
給

者
側
の

事
情
が

述
べ

ら

れ

て
い

る

が
、

た

と

え

ば

「

ヨ

！

ロ

ッ

パ

の

『

世

俗

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
に　

化
』

に

つ

い

て

の

サ

プ
ラ

イ
．

サ

イ

ド

か

ら

の

再
解
釈
」

と

い

う
ス

タ
ー
ク
と

ア

イ

ア

ナ
コ

ン

の

共

著
論
文
の

表
題
に

あ
る

「

サ
プ

ラ
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イ
・

サ

イ

ド
」

と
い

う

言
葉
が

表
し

て

い

る

よ

う
に
、

宗
教
の

合
理

的
選
択
理

論
は

財
・

サ

ー

ビ

ス

と

し

て

の

宗
教
を

供
給
す

る

側
に

重
点
を

置
く
こ

と

に

よ
っ

て

宗
教
変
動
を

捉
え

直
そ

う

と

す

る

傾
向
が

強
い

。

こ

れ

は

経
済
学
に

お

け

る

「

サ

プ

ラ

イ
・

サ

イ

ド
・

エ

コ

ノ

ミ

ク

ス
」

と
い

う
、

供
給
重
視
の

経

済
学
の

影
響
を

強
く

受
け

た

も

の

で

あ

る
。

サ

プ
ラ

イ
・

サ

イ

ド
・

エ

コ

ノ

ミ

ク
ス

と

は
、

米
レ

ー

ガ
ン

共
和
党
政
権
の

経
済
政

策、

い

わ
ゆ

る

「

レ

ー
ガ

ノ

ミ

ク
ス
」

を

支
え

た

理

論
で

あ

り
、

経
済

政
策
の

中
心

を

有
効
需
要

操
作
で

は

な

く
、

投
資
の

増
加
を

中
心
と

す
る

生
産

・

供
給
側
の

要

因
に

置
こ

う
と

す

る

立

場
で

あ
る

。

経
済

学
の

流
れ

は
、

市
場
の

自
由

放
任
を

原

則
と

す

る

古
典
派
な

い

し

は
新
古

典
派
と
、

政
府
に

よ
る

規
制
を
重

視
す

る

ケ

イ
ン

ジ

ア
ン

と

の

間
で

揺
れ

動
い

て

い

る
が

、

そ

の

中
で

サ
プ

ラ

イ
・

サ

イ

ド
・

エ

コ

ノ

ミ

ク
ス

は

新
古
典
派
経
済
学
の
一

支
流
に

位
置

付
け
ら

れ
る

。

先
の

引
用
文

中
に

お

け
る

ア

イ

ア

ナ
コ

ン

の

市
場
モ

デ
ル

も
、

新
古
典
派
的
な

市
場
の

想
定
を

前
提
と

し

て

い

る
。

　
「

宗
教
の

合
理

的
選
択
理

論
」

と

し

て

宗

教
研

究
へ

持
ち

込
ま

れ

た

の

は
、

こ

の

よ

う
な

背
景
を

持
つ

経
済

学
理

論
で

あ
る

わ

け

だ

が
、

「

経
済
学
の

膨
大
な

理

論
と

デ

ー

タ
を

そ
の

ま

ま

利
用
す

る
こ

と

が

で

き

る
」

の

な

ら

ば
、

そ

の

分
、

経
済
学
上

の

問
題
点
も

そ

の

ま

ま

宗
教
の

合
理

的
選

択
理

論
に

当
て

は
ま

る
こ

と
に

な
る

。

こ

の

点
に

つ

い

て

検
討
す
る

前
に

、

宗
教

の

合
理

的
選

択
理

論
に

は
、

実
の

と

こ

ろ
そ

れ
が

仮
想

敵
と

す
る

世
俗
化
論

、

と

り

わ

け

初
期
バ

ー
ガ

ー

理

論
と

の

問
に

あ

ま

り

違
い

が
な
い

こ

と

を

確
認
し

て

お

こ

う
。

宗
教
の

合
理

的
選

択
理

論
は

必
ず
し

も

新
し

く
は

な
い

の

で

あ
る

。

二

　
初
期
バ

ー
ガ

ー

理

論
と

の

類
似

性

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
ハ
ねサ

　

冒
頭
で

述
べ

た
よ

う
に

、

宗
教
の

合
理

的
選

択
理

論
は

も
っ

ぱ

ら

初
期
バ

ー
ガ

ー

理
論
と

の

対
比
の

中
で

そ

の

意

義
が

見
い

だ

さ

れ

　

　
　（
15）
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
〔
16∀

て

き

た

し
、

ス

タ
ー

ク

は

世
俗
化
論
に

「

安
ら
か

に

眠
れ
」

と

死
亡

宣
告
を
下
し
て

い

る
。

だ

が
、

表
面
的
な

対
立
の

構
図
に

も

か

か

57 （685）
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わ

ら

ず、

理

論
上
の

基
本
的
な

構
成
に

関
し
て

両
者
は

少
な

か

ら

ず
類
似
し
て

い

る
。

　
ま

ず、

バ

ー

ガ

ー

に

と
っ

て
、

宗
教
本
来
の

伝
統
的
な

働
き

は
、

あ

る

社
会
の

成
員
全

員
が

共
通
の

意
味
世
界
を
構
築
す

る

こ

と

な

い

し

は
、

そ

の

意
味
世
界
そ

の

も
の

で

あ
る
こ

と

で

あ

る
。

こ

の

よ

う
な

想
定
に

よ
っ

て
、

バ

ー

ガ

ー

は
、

近

代
化
以
前
に

お

い

て

宗

教
は

社
会
成
員
の

認
識
に

と
っ

て

の

現
実
世
界
と
一

致

し

て

い

た

と

前
提
し
、

そ

の

よ

う
な

宗
教
の

あ
り

方
を

「

聖
な
る

天

蓋
」

と

表

　
　

　
　
　

　
　
（
17）

現
し

た

わ

け

で

あ
る

。

　
そ

し

て
、

前
近
代
に

お

い

て

は

人

間
の

移
動
や

移
住
の

機
会
が

少
な

く、

他
の

人

間
集
団
と

の

人
的

・

情

報
的
交
流
も

希
薄
で

あ

る

こ

と

か

ら
、

自
分
と

も
の

の

見
方
や

考
え
の

違
う
人

間
に

出
会
う
こ

と

は

少
な

く
、

自
ら

の

意
味
世
界
に

疑

問
を

持
つ

こ

と

も
ほ

と

ん

ど

無
か

っ

た

と

す

る
。

し
か

し
、

近

代
化
に

よ
っ

て
、

移
動
や

移
住
の

機
会
が

増
え

る
と

、

自
ら

が

そ

れ

ま
で

抱
い

て

い

た

世
界
観
と

は

別
の

世
界
観
や

考
え
を
抱
き

、

違
っ

た

も
の

の

見
方

を

す

る

人
々

と

の

接
触
の

機
会
が

増
え
る

こ

と

と

な
る

。

「

個
人
は

ま

す
ま

す
、

自
分
の

信
じ

る

も
の

を

信
じ

な
い

他
人

や
、

自
分
と

は

異
な

り

時
に

は

相
反
す
る

意
味
・

価
値
・

信
念
の

も
と
で

生
活
し

て

い

る

他
人

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

（
18）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
19）

を
、

認
め

ざ

る

を

え

な
く
な

る
」

の

で

あ
り

、

社
会
の

「

多
元

化
は

、

社
会
と

個
人
に

対
す

る

宗
教
の

威
力
を

弱
め
る
」

に

至

る
。

　
か

く
し

て
、

社
会
の

「

多
元
化
の

圧
力
は

、

宗
教
的
意
味
が

個
人
の

意
識
の

中
で

当
然
の

こ

と

と

し

て

占
め
て

い

た

地
位
を

、

下
落

　
　（
20）

さ

せ

た
」

と

バ

ー

ガ

ー

は

判
定
す
る

。

バ

ー
ガ

ー
に

よ

る

と
こ

の

こ

と

は
、

近
代
化
以

前
に

お
い

て

人

間
の

悩
み

や

苦
し

み

の

体
験
に

意

味
を

与
え

る
こ

と

で
、

そ

の

よ

う
な

不
幸
に

耐
え
る

こ

と

を

少
し

は

楽
に

し
て

い

た

宗
教
が

、

近

代
化
に

よ
っ

て

弱
体
化
さ

れ
て

し

ま

う
こ

と

を
意

味
し

、

そ

れ

ら

の

苦
痛
や

不
満
は
よ

り
一

層
の

緊
急
性
を

帯
び

る

こ

と

と

な

る
。

結
果
と

し

て
、

「

近
代
人
は

深
ま

り

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
21）

ゆ

く

『

安
住
の

地
の

喪
失
」

状
態
に

苦
し

ん
で

い

る
」

の

で

あ

り
、

強
い

不
満
・

不
安
に

さ
い

な

ま

れ

る
こ

と

と

な
る

。

　
こ

の

よ

う

な

「

故
郷
喪
失
」

の

心

理
状
態
を

耐
え

る

こ

と

は

困
難
で

あ
る

た

め
、

「

社
会
の

中
で

、

自
己

に

対
し

て
、

そ

し
て

窮
極

（686） 58
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タ
じ

的
に

は

宇
宙
の

中
で
、

『

安

住
し

て
い

る
』

と
い

う

状
態
へ

の
、

ノ

ス

タ
ル

ジ

ア
」

が

育
ま

れ

る

こ

と

に

な

る
。

人

々

は

「

故

郷
」

へ

の

強
い

渇
望
を
抱
き

、

そ

れ

を
与
え
な
い

近

代
社
会
に

強
い

不
満
を
抱
く

と
い

う
の

で

あ

る
。

　
そ
こ

で
、

こ

れ

ら
の

不
満
を
「

解
決
」

す

る

た

め
に

近
代

社
会
は

、

個
人
の

社
会
的
な
か

か

わ

り

を
、

私
的

領
域
と

公
的
領
域
と

に

二

分
し

、

そ

の

よ

う
な

不

満
に

対
す

る

代
償
機
能
を
私
的

領
域
に

割
り

当
て

た
。

「

社
会
生

活
の

公
的
領
域
と

私
的
領
域
へ

の

二

分
化

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　（
23　

が
、

近

代
社
会
の

宗
教
の

問
題
に

、

『

解

答
』

を

与
え

た
」

と
い

う
の

で

あ
る

。

結
果

、

人

々

は

私
的
領
域
に

お

け

る

代

償
機
能
を
果

た

す
も
の

と

し
て

宗
教
を

需
要
す
る
こ

と

と

な

る

が
、

伝
統

的
共

同
体
が

崩
壊
し

て
い

る

以

上
、

そ

れ

を

自
ら

選

択
す

る
こ

と

と

な

る
。

個
々

人
が

自
ら
の

需
要
に

従
っ

て

宗
教
を

選
択
す
る

と

い

う

こ

と

は
、

そ
の

需
要
を
め

ぐ
っ

て

供
給
者
側
に
お

い

て

競
争
が

生
じ

る

と
い

う
こ

と

で

あ
り

、

日

常
生

活
を

包

括
的
に

意
味
付
け

る

体
系
的
な

諸

秩
序
の

間
で

競

争
が

行
わ

れ

る

状
態
が

出
現
す
る
こ

と

と

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
〔
24｝

な

る
。

「

多
元

性
は

宗
教
市
場
を

導
く

」

の

で

あ
っ

て
、

こ

こ

に
、

「

宗
教
市
場
」

が

成
立
す

る
こ

と

と

な

る
。

　
こ

の

市
場
に

お

い

て

宗
教
な
い

し

宗
教

組
織
は

、

そ

れ

に

よ
っ

て

個
人
が

自
ら

の

生
を
全
体
と

し

て

意

味
付
け
る
こ

と

が
で

き

る

ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ
ィ

ー

を

提
供
す
る

と

と

も
に

、

個
々

の

経
験
の

意

味
を

理
解
す
る

こ

と

が

で

き
る

よ

う
に

し

て

く
れ

る

意

味
付
け

の

体

系
を

提
供
す

る
。

宗
教

組
織
は、

こ

の

意
味
付
け
の

体
系
を

「

商

品
」

と

す
る
「

売
り
手
」

と

な

る

わ

け

だ
が

、

国
家
が

、

強
制
的
な

権
力
に

よ
っ

て
、

旧
来
の

宗
教
に

よ

る

市
場
の

独
占
や

専
売
を

保
護
す

る

こ

と

を

や

め

る
に

つ

れ
、

自
由
意
志

を

持
っ

て

宗
教
を
消
費

す

る

人
々

が

増
加
す
る
こ

と

に

な

る
。

そ

れ
に

と

も

な
い

、

宗
教

組
織
の

社
会
的
活
動
は

政
治
的
な

原

理

で

は

な
く
、

経
済
的
な
原
理

に

よ
っ

て

支
配
さ

れ

る
こ

と

と
な
っ

て
、

宗
教
組
織
が

提
供
す

る

「

商
品
」

も
、

消
費
者
の

「

二

ー
ズ
」

に

合
わ
せ

て

随
時
変
更
さ
れ

る

こ

と

と

な

る
。

　
そ

し

て
、

市
場
に

お

け

る

行
動
で

あ

る

た
め
、

消
費
者
は

異
な
っ

た

宗
教
的

嗜
好
に

導
か

れ
る

が
、

あ

る

同

様
の

嗜
好
を
持
っ

た

消
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費
者
た

ち
の

集
団
に

対
し
て

提
供
す
べ

き

「

商
品
」

は
、

そ

の

嗜
好
に

合
わ
せ

た

も

の

で

あ

る

以

上
、

い

ず
れ

の

宗
教

組
織
が

提
供
し

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
お　

て

も
、

内
容
的
に

は

似
た

り

寄
っ

た

り
で

あ

り
、

結
果
的
に
、

「

違
う
の

は

パ

ッ

ケ

ー
ジ

だ

け
」

と

い

う
こ

と

に

な
る

。

　
し

か

し
、

逆
に

、

内
容
的

に

同
じ
で

あ
る

以
上

、

こ

の

パ

ッ

ケ

ー

ジ

の

違
い

が

大
き

な

意
味
を

持
つ

こ

と

と

な

り、

よ

り

新
た

な
パ

ッ

ケ

ー
ジ

ン

グ
の

た

め

に

差
異
が

探
し

求
め

ら

れ
る
こ

と

と

も
な

る
。

多
元

的
な

状
況
は
、

周
縁
的
な

差
異
の

ゲ
ー
ム

を
も
た

ら

し
、

そ

の

ゲ

ー
ム

の

駒
の

ひ

と
つ

と

し
て

、

伝
統
的
な

信
仰
が

再
発
見
さ

れ

る

可
能
性
を
も

は

ら

む

の

で

あ
る

。

か

く
し

て
、

現
実
に

つ

い

て

宗
教
が

提
示
す
る

意
味
付
け
は

、

客
観
的
な

真
実
で

あ
る
こ

と

を

や

め

て
、

主

体
的
な

選
択
・

信

仰
・

好
み

の

問
題
と

な

る
。

　
　

今
日

の

状
況
は

、

同
時
に

い

く
つ

も

の

相

手
と

相
互
に

競
争
す

る
、

世
界
観
の

市
場
と

し

て

特
徴
付
け

ら
れ

る
。

こ

の

状
況
で

　
　

は
、

社
会
や

個
人

の

経
験
を
超
え

た

事
柄
に

つ

い

て

主
観
的
な

信
憑

性
を

維
持
す
る
こ

と

は

確
か

に

非
常
に

難
し
い

。

宗
教
が

本

　
　

質
的
に

超
経
験
的
な
事

柄
に

つ

い

て

の

主

観
的
な

信
憑
性
に

依

存
す

る

限
り

、

多
元

的
な

状
況
は

世
俗
的
な

状
況
で

あ

る

と

い

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
お　

　
　

う
、

そ

の

こ

と

自

体
に

よ
っ

て
、

宗
教
の

信
憑
性
は

危
機
に

陥
る
こ

と

と

な
る

。

　
あ

る

主
観
の

う

ち
に

お

い

て

意
味
付
け

の

体
系
と

し

て

の

世
界
観
の

多
元

性
が

経
験
さ

れ
る

と

い

う
こ

と

は
、

そ

の

世
界
観
を

基
礎

付
け

る

宗
教
の

信
憑
性
が

弱
体
化
さ

れ

る
こ

と

を

意
味
し

て

い

る

と
バ

ー

ガ

ー

は

み

な

し
、

結
果

、

「

現

代
の

世
俗
化
に

関
し

て

ほ

か

に

ど

の

よ

う
な

原
因
が

あ
る

と

し

て

も
、

多
元

化
の

過

程
が

本
質
的
か

つ

自
動
的
に

世
俗
化
を
も
た

ら
す
効
果
を

持
つ

こ

と

は

明
ら
か

　
　

　（
27V

で

あ

ろ

う
」

と

判
断
す

る
こ

と

と

な

る
。

　
こ

の

よ

う
な

判
断
を

、

後
に

宗
教
の

合
理

的
選

択
理

論
の

支
持

者
た

ち
は

批
判
す

る
。

バ

ー

ガ

ー
が
、

宗
教
の

市
場
的
抗
争

状
態
と

し

て

の

宗
教

的
多
元
性
を
社
会
に

お

け

る

宗
教
の

周
縁
化

、

ひ

い

て

は

宗
教
の

衰
退
を

あ
ら

わ

す
と

み

な

し

た

の

に

対
し

て
、

宗
教
の

合
理

的
選
択
理

論
は

逆
に

宗
教
の

活
発
さ

の

指

標
と

し

た

の

で

あ
る

。
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た

だ

し
、

理
論
上
の

構
成
に

つ

い

て

両
者
の

間
に

基

本
的

な

違
い

は

な
い

。

両
者
は

と

も

に
、

宗
教

組
織
を

売
り

手
、

組
織
の

構
成

員
を

買
い

手
と

し

て

位

置
付
け

、

国
教
の

廃
止
を

市
場

の

独

占
状
態
の

解
消

と

み

な

し
、

そ

れ
に

よ

っ

て

複
数
の

宗
教
に

よ
る

市
場
で

の

自
由
競
争
が

可

能
と

な
っ

た

状

態
を

近

代
に

お

け

る

宗
教

の

置
か

れ

た

状

況、

す
な

わ
ち

宗
教
の

多
元

性
と

し

て

理

解
し
て

い

る
。

違
う
の

は
、

バ

ー

ガ
ー
が

多
元
的
な

状
況
の

も
と

で

の

宗
教

を

宗
教
本
来
の

姿
と

は

認
め

よ

う
と

し

な

か
っ

た

の

に

対
し

て
、

宗
教
の

合
理

的
選
択
理
論
は
そ

の

点
に

ほ

と

ん

ど
こ

だ

わ

ら

な
い
、

と
い

う
点
く
ら

い

の

も

の

で

あ
る

。

し

か

し
、

も

し
バ

ー
ガ

ー

自

身
が

述

べ

た
よ

う
に

、

宗

教
が

個
人

的
な

も
の

と

な
っ

て

い

る

の

で

あ
れ

ば
、

「

宗

教

本
来
の

姿
」

な

る

も

の

が

ど

う
あ

る
べ

き

か

は
、

ま

さ

に

個
人
的
な

評
価
に

の

み

依

拠
す

る

わ

け

で

あ
っ

て
、

ま

さ

に

好
み

の

問
題

で

し

か

な
い

。

　
バ

ー

ガ

ー

は

宗

教
が

選

択
の

対

象
と

な
る

こ

と

を

信
憑

性
の

弱

体
化
と

み

な

し

た

が
、

こ

れ

に

し

て

も
、

宗
教
を

選
択
す

る

こ

と

は
、

む

し

ろ

主
体

的
選

択
の

結
果

で

あ

る

た

め
、

宗
教
へ

の

「

懐
疑
」

で
は

な

く
、

自
ら

の

選
び

取
っ

た

宗
教

・

信
仰
へ

の

「

確
信
」

を

意

味
す

る

と

解
釈
す

る
こ

と

も

可
能
で

あ

る
。

そ

し

て

こ

れ

が

宗
教
の

合
理

的
選

択
理

論
の

立
場
か

ら

の

解
釈
と

な

る

わ

け
だ

が
、

こ

れ

も

や

は

り

同
じ

事
態
を

ど

う

評
価
す
る

か

の

違
い

で

あ
っ

て
、

事
態
の

認
識
か

ら

し

て

食
い

違
っ

て

い

る

わ
け

で

は

な
い

。

　
っ

ま

る

と
こ

ろ
、

宗
教
的
多
元

性
を

市
場
と
の

ア

ナ
ロ

ジ

ー

で

捉
え

る

点
に

お

い

て
バ

ー

ガ

ー
と

宗
教
の

合
理

的
選

択
理

論
と

に

違

い

は

な

く
、

む

し
ろ

過

去
の
バ

ー

ガ

ー

の

考
察
の

方
が

市
場

の

も

た

ら

す

事
態
に

つ

い

て

悲
観
的
な

分
、

冷
徹

な

洞
察
を

示

し

て
い

る

と

も

言
え

る
。

だ
が

問
題
な

の

は
、

バ

ー

ガ

ー
に

し
て

も

宗
教
の

合
理

的
選

択
理

論
に

し

て

も
、

ア

ナ
ロ

ジ

ー

に

安

住
し

て

そ

も
そ
も

市
場
原
理

と

宗
教
的
多
元
性
と

は

両
立

す

る

も
の

な
の

か

ど

う

か

に
つ

い

て

の

検
討
が

行
わ

れ

て

い

な
い

点
で

あ
る

。

宗
教
の

合
理
的

選
択
理

論
が

期
待
す
る

よ

う

な

市
場
の

自
動
調
整

機
能
は

本

当
に

う
ま

く

作
用

す

る

の

か
。

そ

し

て

そ

も

そ

も

市
場
原
理
の

も

と

で
、

宗
教
は

多
元

的
な

の

だ

ろ

う

か
。
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三

　
市
場
は

万
能
か

？

　
1
　
市
場
の

普
遍
性

　

宗
教
の

合
理
的
選
択
理
論
は
、

宗
教
を
財
・

サ

ー
ビ

ス

の

ひ

と

つ

と

仮
定
し

て
、

そ

れ

を

享
受
す

る

個
人

消
費

者
の

多
様
な
ニ

ー

ズ

と
、

さ

ま

ざ
ま

な

オ
プ

シ
ョ

ン

を

提
供
す
る

宗
教
組
織
側
の

多
様
性
と

が

市
場
を

通
じ
て

最
適
に

調
整
さ

れ

る
こ

と

を

期
待
す
る
わ

け

だ

が
、

そ

の

よ

う
な

調
整
機
能
を

市
場
が

果
た

す

た

め

に

は
、

教
科
書
的
に

は
い

く
つ

か

の

前
提
条
件
の

成
立
が

必
要
と

な

る
。

市
場

の

普
遍
性

、

価
格
の
パ

ラ
メ

ー

タ

機
能

、

需
要
者
側
の

限
界
代
替
率
の

逓

減
、

供
給

者
側
に

規
模
の

経
済
性
（

ス

ケ

ー

ル

メ

リ
ッ

ト
）

が

存
在
し

な
い

こ

と
、

な
ど

で

あ
る

。

市
場
の

調
整
機
能
が

発
揮
さ

れ

る

の

は

こ

れ

ら

の

前
提
が

す
べ

て

満
た

さ

れ

た
、

極
め

て

限
定

的
な

条
件
の

も
と

に

お

い

て

の

み

な
の

で

あ

る
。

で

は
、

宗
教
市

場
は

こ

れ
ら

を
満
た

し

て

い

る

の

だ

ろ

う
か

。

一

つ

で

も

満
た
さ

れ

て
い

な
い

と

市
場
の

自
動
調
整
機
能
は

働
か

な
い

わ

け
で

あ
る

か

ら
、

す
べ

て

の

前
提
条
件
に

つ

い

て

検
討
す

る

必
要
は

な
い

。

以
下

で

は
、

こ

の

う
ち

の

市
場
の

普
遍
性
を

糸
口

と

し

て

検

討
し

よ

う
。

　
「

市
場
の

普
遍
性
」

と

は
、

あ
ら

ゆ
る

財
や
サ

ー
ビ

ス

に

つ

い

て

市
場
が

成
立

す
る

、

と

い

う
こ

と

と
、

す
べ

て

の

経
済
取

引
が

市

場
を

通
し

て

の

み

実
行
さ

れ

る

こ

と

を

意

味
し

て
い

る
。

ま

ず
、

「

あ

ら

ゆ

る

財
や

サ

ー
ビ

ス

に

つ

い

て

市

場
が

成
立
す
る
」

と
い

う

点
に
つ

い

て
、

考
慮
対
象
を

宗
教
組
織
の

み

に

絞
っ

て

も
、

集
団
と

そ

の

成
員
と

の

関
係
を

財
や
サ

ー
ビ

ス

の

供
給

・

需
要
へ

と
一

元

的
に

還
元
で

き

る

の

か

ど

う
か
、

検
討
の

余
地
は

大
き
い

と

考
え

ら

れ

る
。

だ
が

、

こ

の

点
に

つ

い

て

は
、

宗
教
の

合
理

的
選

択
理

論

は

そ
の

よ

う
な

還
元

の

成
立

を

仮
定
し
た

範
囲
内
で

の

立
論
で

あ

る

と

認
め

る
こ

と

も

不

可

能
で

は

な
い

。

　
た

だ

し

そ

の

場
合

、

理

論
の

有
効
性
は

、

経
済
活
動
の

主

体
が

自
ら

の

選
択
に

ま

つ

わ
る

す
べ

て

の

情
報
を

完
全
か

つ

確
定
的
に

把
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握
し

、

な

お

か

つ

時
間
的
要

素
を
一

切

排
除
し

た

範
囲

内
に

と

ど

ま

る
こ

と

と

な

る
。

だ

が
、

現
実
に

は

各
主

体
が

自
ら
の

選
好

・

動

機
、

な
ら

び

に

自
ら
の

行
動
の

帰

結
を

完
全

に

把
握
す
る
こ

と

は
、

ま

ず
あ

り

得
ず

、

理

論
の

提
示

す
る

宗

教
組
織
な

ら

び
に

そ

の

成

員
に

よ
る

行
為
選
択
の

あ
り

様
は
、

現
実
か

ら

か

な

り

乖
離
す
る

こ

と

と

な
っ

て

し

ま

う
。

　
さ

ら
に

、

「

す
べ

て

の

経
済
取
引
が
市

場
を

通
し

て

の

み

実

行
さ

れ

る
」

と

い

う

点
に

つ

い

て

は
、

現

実
か

ら

の

乖
離
が

さ

ら

に

顕

著
で

あ
る

。

こ

れ

は
、

経
済
主
体

間
の

交
渉

・

交
換
の

形
態
が

価

格
を

媒
体
と

し
て

の

み

成
立

す

る

こ

と

を
意

味
し

て

お

り
、

あ
る

経

済
主

体
の

行
動
は

市
場

価
格
の
み

を

情
報
的
根
拠
と

し

て

決
定
さ

れ
、

他
の

経
済
主
体
の

行
動
や

情
報
に

影
響
さ

れ

な
い
、

と
い

う
こ

と
を

意
味
し

て

い

る
。

　
］

般
の

市
場
に

お
い

て

も
こ

の

よ

う

な

事
態
が

成
立

す
る

こ

と

は

ご

く

稀
で

あ
り

、

宗
教
組
織
に

つ

い

て

は
、

宗
教
的
ア

イ

デ
ン

テ

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　ね

イ

テ

ィ

ー
と

社
会
的

関
係
性
と
は

密
接
な

関
係
に

あ
り

、

宗
教
へ

の

関
与

・

加
入

・

選

択
に

お

い

て
、

対
人
関
係
の

果
た

す

役
割
が

大

　（
29）

き
い

。

そ

の

た

め
、

消

費
者
た

る

加
入

者
と

供
給
者
た

る

宗

教
組

織
が

他
の

要
素
を
す
べ

て

排

除
し

て
、

財
と

し

て

の

教
義
と

そ
の

「

価
格
」

の

み

を

交
渉
す
る

と
い

っ

た

こ

と

は

不
可
能
に

近
い

。

　
2
　
「

強
い

個
人
」

の

画
一

性

　
以
上

は

理

論
が

現
実
の

事
象
に

そ

ぐ

わ

な
い

こ

と

の

指
摘
で

あ
る
が
、

N
・

J
・

デ
メ

ラ
ス

も
こ

の

よ

う
な

現
実
性
の

観
点
か

ら

の

批
判
を

行
っ

て
い

る
。

デ
メ

ラ
ス

は
、

宗
教

の

合
理
的
選
択
理
論
に

対
し

て
、

宗
教
（

教
会
あ

る
い

は
セ

ク

ト
）

を

主
体
的

・

自
己
決

定
的
に

選

択
す

る

「

強
い
」

 

日
Oo

類
Φ
『

Φ
山

個
人
ば
か

り
で

は

な

く
、

も
っ

と

「

弱
い
」

Oo

≦
Φ

二
Φ
ω
。゚

個
人
も

い

る

は

ず

で

あ

り
、

前

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　　

者
が

こ

と

さ

ら

聖

化
さ

れ
て

い

る

の

で

は

な
い

か

と
、

疑
問
を
投
げ
か

け

る
。

　

現
実
か

ら

の

乖
離
だ

け
が

問
題

で

あ

れ
ば

、

こ

の

よ

う
な

批
判
に

対
し
て

は
、

モ

デ
ル

と

し
て

の

理

論
の

発
見
的
機
能
を

主
張
し

て
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退
け
る

こ

と

が

可
能
で

あ
ろ

う
。

し

か

し
、

デ

メ

ラ

ス

自
身
は

気
付
い

て

い

な
い

よ

う

だ

が
、

こ

の

批
判
の

射
程
は

理
論
そ

の

も
の

に

内
在
的
な

問
題
に

ま

で

及
ん

で

い

る
。

こ

の

疑
問
は

、

宗
教
の

合
理

的
選

択
理

論
が

新
古

典
派
の

市
場
モ

デ
ル

を

前
提
と

し

て

い

る
こ

と

に

伴
う
問
題
点
を

突
い

た

も
の

と

な
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

　
「

合
理
的
経
済
人
」

を

仮
定
す
る

新
古
典
派
の

市
場
モ

デ
ル

で

は
、

他
人
に

か

か

わ

り

な

く

自
己

の

利
益
の

最
大
化
を

追
求
し
て

ゆ

け
ば
、

市
場
メ

カ

ニ

ズ

ム

が

あ
た

か

も
自
動
調
整
装
置
の

よ

う

に

働
い

て
、

資
源
配
分
の

最
適
化
を

達
成
で

き

る

と

さ

れ

て

い

る
。

市

場
の

自
動
調
整
機
能
を

想
定
す
る

こ

と

は

同
時
に

、

そ

の

市
場
に

参
入
す

る

主

体
が

、

短
期
の

利
益
も
長
期
の

利
益
も

合
理

的
に

計
算

で

き

て
、

他
人
に

か

か

わ

り
な

く
自
己
利
益

の

最
大
化
を

追
求
で

き

る

「

強
い

個
人
」

で

あ
る

こ

と

を

要
求

す

る
の

で

あ
る

。

そ

し
て

さ

ら

に

そ

の

「

強
い

個
人
」

は
、

自
ら

の

行
為
の

結
果
に

つ

い

て

自
己
責
任
を
取
る

も
の

と

し

て

設
定
さ

れ
て

い

る
。

市
場
で

の

敗
者

へ

の

救
済
手
段
は

市
場
原
理

に

は

組
み

込

ま

れ

て
い

な
い

の

で

あ
っ

て
、

そ

の

よ

う
な

「

余
計
な

も
の
」

を

排
除
す
る

か

ら
こ

そ

自
動

調
整

装
置
と

し
て

の

市
場
は

ま

す

ま

す

活
性
化

し

て

経
済
は

成
長
す

る

と

さ

れ

る

の

で

あ

る
。

　

宗
教
に

関
し
て

こ

れ

を

言
い

直
す
と

、

合
理

的
選

択
理
論
の

想
定
す

る

宗
教
市
場
モ

デ

ル

で

は
、

他
人
に

か

か

わ

り

な

く
自
己

の

宗

教

的
二

i
ズ

の

充
足
が

最
大
化
さ

れ

る

こ

と

を

追
求
し

て

ゆ

け

ば
、

市
場
メ

カ

ニ

ズ

ム

が

自
動
調
整

装
置
と

し

て

機
能
し
、

宗
教

的

財
．

サ

ー
ビ

ス

の

分
配
の

最
適

化
を

達

成
で

き

る
、

と

い

う
こ

と

に

な

る
。

国
教
の

廃
止

と
い

う

「

規
制
緩
和
政
策
」

に

よ
っ

て
、

宗

教
的
二

ー
ズ

に

関
す

る

「

合
理

的
経
済
人
」

の

「

自
己
責

任
」

に

よ

る

自
律
的
な

選

択
を

促
せ

ば

促
す
ほ

ど
、

自
動
調
整

装
置
と

し

て

の

市
場
が
ま

す
ま

す

う

ま

く

働
く
よ

う
に

な
っ

て
、

宗
教
市
場
が

活
性
化
さ

れ
、

成
長
す

る

と
い

う
の

で

あ
る

。

し

た
が
っ

て
、

宗
教

に

つ

い

て

市
場
が

成
立
す

る

た

め
に

は
、

自
己

の

宗
教
的
二

ー

ズ

を
、

短

期
的
に

も

長
期
的
に

も
合
理

的
に

計
算
で

き
て

、

他
人
に

か

か

わ

り

な
く
自
己

利
益
の

最
大
化
を
追
求
す
る
こ

と

が

可
能
で

、

自
ら
の

選
択
が

失

敗
に

帰
し

た
と

し

て

も

そ

れ
を

あ
く

ま

で

も

自
己
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宗教社会 学理論 に お ける 「市場」

責
任
と

し

て

何
の

補
償
も

求
め

な
い
・
王

体、

と
い

う

人

間
像
が

要
請
さ

れ
る

こ

と

に

な

る
。

　

宗
教
の

合
理

的
選
択
理

論
の

論
旨
で

は
、

宗
教
に

つ

い

て

の

さ

ま

ざ
ま

な

需
要

を

持
っ

た

多
様
な・
王

体
と
、

さ
ま

ざ
ま

な

選

択
肢

を

用
意
す

る

多
様
な

宗

教
組
織
と

が

市
場
を

通
じ

て

活
発
に

取

り

引
き
し

、

競

争
が

宗
教

市
場
を

活
性

化
す
る

は

ず

で

あ
っ

た
。

し

か

し
、

宗
教
の

合
理

的
選
択
理

論
が

依
拠
す
る

経
済
学
上

の

市
場
モ

デ
ル

か

ら

す

る
と

、

そ
こ

で

期
待
さ

れ

る

市
場
の

機
能
は

、

選
択
す

る

個
人

主
体
の

画
一

性
を

前
提
と

し
て

必
要
と

し
て

い

る

の

で

あ
っ

て
、

市
場
原
理
を
つ

き
進
め

れ

ば

進
め

る

ほ

ど
、

需
要
側
の

主

体

の

多
様
性
は

望
め
な
い

こ

と

に

な
っ

て

し

ま

う

の

で

あ
る

。

　

さ

ら

に
、

選
択
さ

れ
る

対
象
と

し

て

の

供
給
側
に

つ

い

て

も
、

市
場
が

多
元
性

・

多
様
性
を

帰
結
す

る

と

は

言
い

難
い

。

　

3
　
市
場
の

機
能

　

選
択

対
象
と

し
て

の

宗
教
組

織
に

関
し

て
、

市
場
が

必
ず

し

も

多
様

性
を

帰
結
し

な
い

こ

と

に

つ

い

て

は
、

部
分

的
に

で

は

あ
る

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　ハ
む　

が
、

バ

ー

ガ

ー

は

気
付
い

て

い

た

よ

う
で

あ
る

。

一

九

六
三

年
の

論
文

「

超
教
派
的
連
帯
の

分
析
の

た

め

の

市
場
モ

デ
ル
」

に

お

い

て

バ

ー
ガ

ー

は
、

社
会
全
体
を

覆
う
よ

う
な
大
規

模
な

教

団
で

は

な

く
、

社
会
の
皿

部
分
を

取
り

込

む

中
規
模
の

教
団
が

宗
教
組
織
の

あ

り

方
と

し

て

主

流
と

な

る
こ

と

（

デ
ノ

ミ

ネ

ー

シ
ョ

ナ

リ
ズ

ム
）

と
、

超
教
派
的
連
帯
（
エ

キ
ュ

メ
ニ

シ

テ
ィ

、

エ

キ
ュ

メ
ニ

ズ
ム
）

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
32）

の

流
れ
と

が
同

時
に

起
こ

っ

て

い

る

の

は

な

ぜ

か

に

つ

い

て

分
析
し

て

い

る
。

　
ま

ず、

政
教

分
離
に

よ

っ

て
、

特
定
の

教

団
に

対
す

る

国
家
の

支
援
が

無
く

な

る
と

と

も
に

、

免
税
の

よ

う

な
、

各
教
団
に

平
等
の

特
典
が

与
え
ら

れ
る
こ

と

に

よ
っ

て
、

宗
教

集
団
問
の

競
争
が

可
能
と

な

り
、

中
規
模
の

教
団
が

存
在
し
や

す

く
な

る
。

こ

れ
が

デ
ノ

ミ

ネ

ー
シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

と

い

う
こ

と

に

な
る

。

し

か

し
、

国
家
か

ら
の

公
的
な
積
極
的
支
援
が

な
い

以
上

、

各

宗
教
組
織
は

「

顧
客
」

の

忠
誠
を

勝
ち

得
て

財
政
的
な

支

援
を

確
保
す
べ

く
、

お

互
い

に

競
争
し

続
け

な

く
て

は

な

ら

な
い

。
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こ

れ

は

古
典
的
な
レ

ッ

セ
・

フ

ェ

ー
ル

の

市
場
に

お

け

る

競
争
と

い

う

こ

と

に

な

る

が
、

「

郊

外
の

中
流

階
級
に

依
存
す
る

諸
教
団

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　　

に

と
っ

て
、

そ

の

よ

う
な

無
制
約
な

競
争
は

経

費
が

か

か

り

す
ぎ

、

実

際
に

は

遂
行
す

る

こ

と

が

で

き

な
い
」

。

そ

こ

で
、

各
教
団
は

相
互
に

合
併
す
る

こ

と

で

競
争
力
を

維
持
し
よ

う
と

す
る

。

こ

れ
が

超

教

派
的
連

帯
で

あ
る

。

公
的
圧

力
の

除
去
に

よ

っ

て
、

市
場
は

さ

ま

ざ
ま

な

教
団
の

出
現
を

可
能
と

し
つ

つ

も
、

よ

り

長
期
的
に

は

む

し

ろ

寡
占
状
況
を

結
果
す

る
の

で

あ
る

。

　

こ

の

よ

う
に

、

市
場
で

の

競
争
は

ス

ケ

ー
ル

メ

リ
ッ

ト

を

追
求
す
る

も

の

で

あ

り
、

競
争
を

促
進
す

れ

ば
す
る
ほ

ど

寡
占
が

進
み

、

競
争
自
体
が

独
占
を
帰
結
す
る

こ

と

と

な

る
。

ニ

ッ

チ

の

発

見
に

よ

る

新
た

な

消
費
者
ニ

ー
ズ

の

掘
り

起
こ

し

と

収
益
の

達
成

、

と
い

う

観
点
か

ら
の

市
場
擁
護
も
あ
り

得
る

が
、

そ

れ

は

市
場
の

恒
常
的
な

機
能
と

い

う
よ

り

も
、

市
場
の

恒
常
性
を
破
る

偶
発

的
な

幸
運

に

依
る

と
こ

ろ
が

大
き
い

も
の

で

あ
る

。

ま

た
、

市
場

機
構
一

般
に

お

け

る

資
源
分
配
の

最
適

性
が

、

配

分
を

受
け
る

当
事

者
間
で

の

資
源
の

平

等
性
を

意

味
す
る

わ

け
で

は

な
い

。

完
全

競

争
市
場
に

お

け
る

資
源
の

効
率
的
分
配
は

、

あ

る
一

定
の

分
配
状
態
を

初
期
値

と

し

て
、

そ

れ

に

対
応
す
る

均
衡
点
を

実
現
す
る
、

と

い

う

だ
け
の

も

の

で

あ
っ

て
、

決
し

て
、

初
期
条
件
に

お

け
る

不

均
衡
を

是
正

す
る

も

の

で

は

な
い

。

む

し
ろ

、

あ
る

不
均
衡
な

分
配
状
態
を

所
与
の

条
件
と

し

て

市
場
が

作
動
し

た

場
合

、

格
差
は

是
正
さ

れ

る

よ

り
も
拡
大
さ

れ
る
こ

と
と

な

る
。

市
場
の

実
現
す
る

「

最
適
性
」

が

社
会
的
に

公
平
で

正
当
な

も

の

で

あ
る

か

ど

う

か

は
、

市
場
に

と

っ

て

は

外
在
的
な

要
因
で

あ
っ

て
、

市
場

自
体
に

調
整
能
力
は

無
い

の

で

あ

る
。

　

こ

の

こ

と

を
踏
ま

え
れ

ば、

宗
教
に

つ

い

て

の

市
場
の

成
立

は
、

実
質

的
に

は

既
存
の

大

規
模
組
織
を

さ

ら

に

巨
大
化
さ
せ

、

市
場

の

寡
占
状
況
を
促
進
す
る

の

で

あ
り
、

こ

れ

に

よ
っ

て
、

市
場
の

前
提
条
件
の

ひ

と
つ

で

あ
る

、

供
給
者
側
に

規
模
の

経
済

性
が

存
在

し
な
い

と

い

う
点
は

否
定
さ
れ

る

こ

と

と

な

る
。

こ

の

こ

と

は
、

宗
教
の

市
場
価
格
と
い

う
も
の

が

設
定
で

き

る

と

し

て

も
、

よ

り
大

き

な

組
織
が

規
模
の

経
済
性
に

よ
っ

て

市
場
価
格
の

支
配
力
を

保
持
す
る

た

め

に
、

市
場
の

前
提
条
件
の

う
ち

の

価
格
の
パ

ラ

メ

ー
タ
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機
能
も

失
わ

れ

る
こ

と

を
意
味
し

て

い

る
。

価
格
の

パ

ラ

メ

ー

タ

機
能
と

は
、

価

格
が

自
由
に

変
動
す
る

こ

と

で

需
給
を
一

致
さ
せ

る

調

整
作
用

を

果
た

す
こ

と

で

あ
り、

そ

の

た
め

に

は
、

市
場

取
引
を

行
う
い

ず
れ
の

主
体
も
価
格
を

決
定
あ
る
い

は

支
配
す

る

能
力
を

持
た
ず

、

市
場
で

の

価

格
を

所
与
の

も
の

と

し

て

行
動
す

る
こ

と

が

必

要
な
の

で

あ
る

。

　
す
な

わ
ち

、

市
場
は

必
ず

し

も

自
由
で

平

等
な

競
争
を
も

た

ら

す
わ

け
で

は

な

く、

多
様
性
・

多
元

性
と
い

っ

た

も

の

に

つ

い

て

も

保
証
の

限
り
で

は

な
い

。

寡
占
や

独
占
を

も

市
場
は

も

た

ら

し

得
る

の

で

あ

る
。

結
論

　
以
上
、

社
会
的
な
調
停
・

調
整

の

機
能
を

託
さ

れ

た

市
場
原
理
は
、

選
択
主

体
の

画
］

性
を

前
提
と

し

た

も

の

で

あ
り、

選

択
対

象

に

つ

い

て

も

決
し

て

自
動
的
に

多
様
性
を

も

た

ら

す

も

の

と

は

な
っ

て

い

な
い

。

市
場
に

お

け

る

個
人
の

自

律
的
選

択
の

強
調
は

結
果

的
に

、

選
択
す
る

主
体
が
お

し

な
べ

て

「

強
い

個
人
」

で

あ
る

こ

と

を

帰
結
す

る

の

で

あ
り、

ま

た
、

市
場
の

原
理
か

ら

す

る

と
、

選

択
さ

れ

る

対
象
に

つ

い

て

も
、

む

し

ろ

寡
占
・

独
占
へ

向
か

う
こ

と
と

な

る
。

選
択
す
る

主
体
に

つ

い

て

も
、

選
択
さ

れ
る

対

象
に

っ

い

て

も
、

市
場
は

多
様
性
ど
こ

ろ

か

画
一

化
へ

向
か
っ

て

し

ま

う

の

で

あ
る

。

　
さ

ら

に
、

選
択
の

「

主

体

性
」

自
体

、

市
場
的

操
作
の

産

物
で

あ
る

と

も

言
え
る

。

宗

教
財
・

サ

ー
ビ

ス

の

供
給
と

宗
教
的

欲
求
か

ら

の

需

要
、

と
い

う
二

項
の

関
係

性
と

し

て

宗
教
の

社
会

的
現
れ

を
描
写
し

よ

う

と

す

る

宗
教
の

合
理

的
選
択
理
論
は

、

両
項
が

別
個

に

自
律
的
で

あ
る
こ

と

を

前
提
と

し
て

、

宗
教
財
・

サ

ー
ビ

ス

の

供
給
シ

ス

テ

ム

を
、

供

給
シ

ス

テ
ム

の

外
部
に

所

与
と

し

て

普
遍

的

に

存
在
す

る

宗
教
的
欲
求
に

向
け
て

競

合
的
に

プ
レ

ゼ

ン

テ

ー
シ
ョ

ン

を
繰
り

返

す

も
の

と

し

て

描
き

出
し

て

い

る
。

　
し

か

し
、

「

社
会

学
的
な

意
味
で

『

消
費
社
会
』

の

成
立

を

見
て

い

く

と
、

そ

れ
は

、

欲
求

の

シ

ス

テ

ム

が

生
産
の

シ

ス

テ
ム

に

依
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（
34）

存
す
る

よ

う
な

構
造
の

ビ

ル

ト
・

イ
ン

に

よ
っ

て

特
徴
づ

け

ら

れ
る
」

の

で

あ
っ

て
、

市
場
に

お

け

る

選
択
と

し

て

の

「

消
費
」

に

焦

点
を

当
て

れ

ば
、

欲
求
の

シ

ス

テ
ム

自

体
が

供
給
の

シ

ス

テ

ム

に

よ
っ

て

生

産
さ

れ
、

操
作
さ

れ

る

姿
が

浮
か

び

上
が

る
。

供

給
の

シ

ス

テ

ム

が

自
ら

の

シ

ス

テ
ム

の

外
に

相
関
項
を
設
定
す
る

こ

と

な
く

、

自
己

準
拠
的
運
動
を

遂

行
す

る
こ

と

が

可
能
と

な
っ

て

し
ま

う

構
造
こ

そ

が

市
場
原
理

の

帰

結
た

る

「

消
費
社
会
」

の

問
題
な

の

で

あ

り、

欲
求

・

需
要
シ

ス

テ
ム

は

供

給
シ

ス

テ
ム

の

外

部
に

独
立

　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
（
35〕

し

て

存
在
し

て

い

る
の

で

は

な

く
、

そ

れ

自
体、

供
給
シ

ス

テ

ム

に

よ
っ

て

規
定
さ

れ、

さ

ら

に

は

生
み

出
さ

れ

て

し

ま

う
。

市
場
の

原
理
は

そ

の

よ

う
な
状
況

す

ら

も

た

ら

し

得
る
の

で

あ
り

、

こ

こ

に

至
っ

て

主
体
の

自
律
性
や

多
様
性
を
開
花
さ

せ

る

も
の

と

し
て

期

待
さ

れ
た

市
場
原
理
は
、

む

し

ろ

自
律
性
や

多
様
性
を
浸
食
す
る
も

の

と

化
し

て

し
ま

う
。

ア

イ

ア

ナ
コ

ン

が

引
き

合
い

に

出
す

「

経

済

学
の

膨
大
な

理

論
と

デ

ー

タ
」

か

ら

す
る
と

、

ア

イ

ア
ナ

コ

ン

自
身、

そ

し

て

宗
教
の

合
理

的
選
択
理
論
の

楽
観
的
な

市
場
観
は

受

け
入
れ

難
い

の

で

あ
る

。

　

市
場
と

の

ア

ナ
ロ

ジ

ー

で

宗

教
の

社
会

的
布
置
を
理
解
す
る

こ

と

に

何
ら

か

の

利
点
が

あ

る
と

す

れ
ば

、

そ

れ

は

市
場
の

否
定
的
側

面
に

つ

い

て
、

経
済
学
上

の

知

見
を

利
用
可
能
と

し

て

く
れ

る

点
に

こ

そ

あ
る

と

考
え

る
べ

き
で

あ
ろ

う
。

註
（
1

）

　
国゚
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ヨ
P
．．
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ユ
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Z
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勺
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鐔
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8
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090
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〇

唯
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巴

ω
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身
oh

困
Φ
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臓
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冒
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冨
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三
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彑

　
　

曽
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ミ
飛

適
q

§

智
ミ

ミ
ミ

9
曽
竃
ミ

霪呷
O
。。

（］
≦

穹
9
）

』
8
鯉

℃

P
一

〇

心

軽

−

8．

（

2
）

｝

詈
 

ω

〉

』
Φ
。

ζ
。

旦
．．

9
。
。

°・

話

寄
二
・

邑
身り、、

尋
謹
§
§

§
 

言
ミ

 

織
鳴

ミ

§
 

ミ
魯

黛

ミ
ミ
§

邑
毒
2
卜。一

口
N

る
8N

　

℃

絹゚

（

3
）

　
沼
尻
正

之

「

宗
教
市
場
理

論
の

射
程
」

（
『

社
会
学
評
論
』

五

三

（

二
）

、

二

〇
〇
二

年）
、

八

五

−
六

頁
。

同
論
文
は

ス

タ

ー

ク

ら

の

議
論
を

簡
潔
か

　

　
つ

明
快
に

紹
介
す
る

も
の

と

な
っ

て

い

る
。

宗
教
の

合
理

的
選
択
理
論
の

紹
介
と

し
て

は

他
に
、

岩
井
洋
「

宗
教
の

合
理
的
選

択
理

論
に

つ

い

て

の

覚
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書
」

（
『

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』

第
八

六

輯、

二

〇
〇
〇
年）

や、

小

池
靖
「

現

代
宗

教
社
会

学
の

論

争
に

つ

い

て

の

ノ

ー
ト

」

（
国
際

　

　

宗
教
研
究
所
編
『

現
代
宗
教
二

〇
〇
二
』
、

二

〇
〇
二

年）

が

あ
る

。

な
お
、

宗

教
と

経
済
と
の

関
係
性
を
テ

ー
マ

と

し
た

研
究
に

は

M
・

ヴ

ェ

ー

バ

　

　

ー

以

来
の

蓄
積
が

あ
る

が
、

そ

の

多
く
は

、

「

近
代
的
」

と

さ

れ
る

経
済

発
展
に

対
し

て
そ

の

社
会
の

文
化
的

価
値
体
系
な
い

し

は
「

伝

統
」

と

し
て

　

　

の

宗
教
が

い

か

な

る
影
響
を

及

ぼ
し

た

の

か
、

あ
る

い

は

及

ぼ
さ

な

か
っ

た

の

か

と

い

う
観
点
か

ら

の

問
い

で

あ
っ

た
。

ひ

る

が

え

っ

て
、

本
稿
は

宗

　

　

教
を

対
象
と

し

た

分
析
に

経
済

学
的
手
法
を
持
ち
込
む
こ

と

に

伴
う

問
題

点
を、

宗
教
の

合
理
的
選
択
理
論
の

検
討
を
通
じ
て

考
察
す
る

も

の

で

あ
っ

　

　

て、

「

宗
教
」

と

「

経
済
」

と

い

う
二

項
の

関
係
を

問
う

わ
け

で

は

な

い
。

よ
っ

て
、

従
来
の

「

宗
教
と

経
済
」

と

い

う

問
題
設

定
と

は
一

線
を
画

す

　

　

こ

と
と

な

る
。

同
様
に
、

そ

の

経
済
発
展
に

よ
る
社
会
的
環
境
の

変
化
と
、

組
織
で

あ
れ

個
々

人
の

心

性
と

し
て

で

あ
れ

「

宗
教
」

と

さ

れ

る

も
の

の

　

　

変
容
と

の

関
係
性
を

探
る

問
題
関
心

と

も、

テ

ー
マ

設
定
が

別
と

な
る

。

（

4
）

切
 

o

霞
。

旦
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o°
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歯
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ooo

コ
ρ
．．

〉

ω
口
O
豆
｝ ・−
Q∩一
匹
Φ

閃
血
コ

8
「

℃
「

Φ

冨
こ
o
コ

o
｛

筈
 

、、
Qり
 
6
偉
「

巴
貯
四
冖冖
O
コー．
oh

国
＝
「

oO

ρ
；

丶
o
ミ
丶

謡

ミ

　

　

誉
＼

蕁
僑

防

亀
鳴

謡
妹
慧
q

しQ

ミ

魯
へ

『

勘
軸、
斜
ご

斜
ω

ω

（

ω

Y
卜o
ω

OI

 

いσ層
一

〇

 

心゜

（697｝69
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（
14
）

　
こ

こ

で

「

初
期
」

と

限
定
す

る

の

は、

そ
の

後
バ

ー

ガ

ー

が

自
ら

の

過

去
の

論
考
を
、

必

ず
し
も
全
面
的
に

で

は

な
い

が
、

撤
回
す
る

発

言
を

行
っ

　
　
て

い

る
た

め

で

あ

る
。

勺
 
冖

Φ
「

『

b口
Φ
「

αq
Φ

き
、．

→
ゴ
 

∪
Φ
ω
Φ

∩

三
四

ユ
N
麟

甑
O
コ

o
隔

昏
Φ

毛
o
ユ

負、・
勺

簿
Φ
「

い゚

ゆ

奠
ぴq
Φ

「

Φ

9

搴
鴨

b
鳴

給

ミ
貯
註
N
賢

職

§

ミ昌

ミ
恥

　
　

き
丶

ミー

卑
三
〇
ω

曽

巳
勺
β

匪
o

℃
o

膏
曳

O
 

耳
Φ

さ

ロ
 

り
 

冒
 

 
O

」
α゚−
、．

国

且
。゚

冨

日
90
駐
6

巴

ζ
o
山
Φ
゜・
け

胃

〉
コ

ぎ
8
「

≦
 

≦

惹
匪
℃
Φ
け

飛
凵
W
 

薦
Φ

び．．

　
　
6
ミ

誇
翫

§
O
§
ミ

黛
O
簿
o
び

9N
ρ

O

認
−

雪
゜。、
一

8
メ

　
な

お
、

「

初
期
」

の

時
期
に

つ

い

て

は

註
（

17）
を

参
照
の

こ

と
。

（
15
）

　

亳
p

昌
 

き

o
ロ゚

6F

（
16
）

　
国
o
α

器
く

ω
冖

母
ぎ
、、

ω
 
〇

三
鋤

ユ

鑓
口
oP

四
鬥

 ．
〜 、

芝
≡
壁

ヨ

即
ω

≦

讐
o
ω

冒．
o
詈
匹

∪
餌

三
匹

く．
》。

9
ω

o
昌

巴
ω゜

§
鴨

恥
眺

ミ
ミ
篭
N

ミ
丶

§

b
畧
織

蛍

　
　
ゆ
o
ω

δ
巨

幻
o
妻

日
四
コ

卿
い

詳
二
Φ

ゆ
 

氤

頃
ロ
げ

鵠
ω

ゴ

興
ω窟

島

よ
ρ

800
°

（
17
∀

　
以
下、

取
り
あ
げ

る
著
作
に

は
、

バ

ー

ガ
ー

の

単
著
だ

け
で

は

な

く
共
著
も

含
ま

れ

る
が、

い

ず
れ

も
各
著

者
が

ど

の

部
分
を
担
当
し
た
の

か

は

示

　
　

さ

れ
て

お

ら

ず、

そ

の

判
別
も

不
可
能
な

た

め、

便
宜

的
に

す
べ

て
バ

ー

ガ

i
自
身
の

論
考
と

し

て

扱
う
こ

と
と

す
る

。

ま
た、

バ

ー
ガ

ー

は
一

九
六

　
　

七
年
の

『

聖
な
る

天

蓋
』

以
降、

一

九
七

九

年
の

『

異

端
の

時
代
』

に

至

る
ま

で
、

基
本
的
に

同
様
の

論

考
を

提
示
し
て

い

た
と

み

な
す
こ

と

が
で

き

　
　

る。

よ
っ

て
、

以
下
に

お

い

て

は

こ

の

時
期
の
バ

ー

ガ

ー

の

論
考
を
、

特
に

年
代
的
変
遷
に

は

こ

だ
わ

ら
ず
に

検
討
す
る

こ

と
と

す
る。

（
18
）

　
勺
 

8
目

rC
己

 

饋
 
「層
b⇒
ユ
ぴq

茸
Φ

ゆ
 

羇
霞
鋤

民
＝

雪゚
。

獸
巴

囲
巴一
口
 
「曽

憲
鴨

聖
§
ミ
鴨

鈎

ミ
ミ

斜

ζ一
匹

色
Φ

ω

 

×
n

「
 

轟
E
コ

しdoo

訂噌
［

H

零
ω

冒

雪
ら

も．

　
　
日

 ．

高
山
真
知

子
ほ

か

訳
『

故
郷
喪
失

者
た
ち』

新
曜
社、

一

九
七

七

年
、

八

九

頁
。

（
19
）

　

§
織゜

も
戞
9
　
訳
書
八

九
頁

。

（
20
）

　
帖

黷
職
4

口

戸

謬
−

国

　
訳
書
九
〇
頁

。

（
21
）

　
き

ミ
こ

冒゚

ミ゚

訳
書
九
一

頁
。

（
22
）

　
き

ミ
こ

や

鵠鹽

訳
書
九
二

頁
。

（
23
）

　
帖
腎

ミ
‘

ワ

刈

0°

訳
書
九
〇
頁

。

（
24
）

　
勺
Φ
叶

臼

い゚

切
Φ
「

ひq
 

「

昏
α

→
『
o

日
餝
r9

貯

目
四

日
ノ

．、
ω
ゆ
〇

三
四

二

鐔
謡

8
ロ

コ
位

コ
貫
蝉一
帥

。゚

尹．、

奪
紺

§
ミ
画

§
ミ

寄
ミ
9
罫

智
丶

ミ
Q

の

8
ミ

軽
庶

　
　
肉
ミ
耐
智
韋

b 。”

お
IQ
。

♪

巳
 

 層
O°

ざ゚

（
25
）
　
尊

ミ
こ

O°

謬゚

（
26
）

　
勺

卑
q
ピ゚

切

霞
ぴq
 

斜

寒
ら

ミ
矚

§
嚇

o

ミ
q

譜
ミ
誉，

＝

鐔
日
o

邑
の

≦
o
＃

巨

勺
 

爵
ロ

ヨ

じuoo

房▼

ロ
 

刈

『

冒
覊
ρ

O

』

昂

（
27
）
　
剛
 
冖

會
門゚

Od
 

彊
Φ

き

冨
鳴

導
舘
、
帖

ミ
、

壽
慧
鳶
職

竃甲

Z
 

薯

網
o

爵”

Oo
信
げ一
区
p
ざ
一

 

謬
も゚
b。

鼻゜

薗
田

稔
・

金
井
新
二

訳
『

異
端
の

時

代
』

新
曜
社、

　
　
］

九
八

七
年、

三

四

−
五

頁
。

（
28
）
　

た

と

え

ば、

∪
帥

巳

皀

〈．
》°

O
尻
oP

、、
国
Φ
】

 
δ
二
ω

コ
震
巴
ザ

琶
帥

口
α

〉

臨
自

帥

二
〇
コ

》
目
o
口
頗

O
鋤

づ
p°

岳
眇
コ

Oo
¢

嵩
鉱
Φ
ω

帥

口
匹

Ω
二
Φ

ρ、．

誉
ミ

§
ミ

誉
丶
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ミ
Q

曽
荷

ミ
慧
ら

 

量
昼

亀

謁

乳
暗
賊

§−
ω

。 。

（
心
）一

お
O

山
OD

。−
一

Φ

 

ρ

（
29
＞
　

た
と

え
ば
、

謁
c
σ
Φ
「
博

芝
二

葺
コ
o

〜
．“

勾

色

茜

す
β
ω

罰
〈
o

才
 

ヨ
の

コ
け

餌

コ
瓜

ω

冨
ε
ω−
Gd
「

置
伊Q

ぎ
贖

 
oo
一
巴

Op

豆
8
厂 ．．

》
ミ

§
ミ

誉
丶

ミ
笥

の

織
鴨

ミ
ミ
ら

　
　
の

ミ

昼

ミ

勘
災

斜
篤

§
』
ス
e
一
〇

＄
−

°。

幽

る
08

°

（
30
＞

Z°
ト

∪
Φ

ヨ
Φ

螽
9
一

月
．．

智
嘗
o

言一
勺

弩
巴
碍

ヨ
臼。冒

＞−
胃
国

ま
旨

巴

勾

窪
q゚

δ
P

穹
α

冖

『
Φ

d
Φ
げ

騨
 

O
＜

霙

ω
o
。

巳

雪
N
国

言
P、、

智
ミ
ミ、

誉
N

ミ
鴨

　
　
 

鼠

§
、

慧
ら

 

ミ

昼

ミ
勘
帖

粛
篤

§−

竃
（
一

）“
HO

 

亠
N
一

〇

雷−
℃°
一

零゚

（
31
）
　

評
8
「

r
じd
 

薦
o
さ
、．

〉

ζ

彎
訂
冖

ζ

＆
 

＝
o
「

9
 

〉
ロ

巴
甲 ・
ω

冨

o剛

団

2
ヨ
 

巳
o一
σ・一

。

暫
鳥
ミ

 
絶
ミ
簧
ω

O
−一”

謡
−

 
。。

し
 

 
ω．

（
32
）
　
バ

ー

ガ

ー

の
エ

キ
ュ

メ

ニ

ズ

ム

論
に

つ

い

て

は
、

石
井
研
士
「

世
俗
化
と

エ

キ

ュ

メ

ニ

ズ

ム
」

（
中
央
学

術
研
究
所
編

『

宗
教

間
の

協
調
と

葛
藤
』

　
　
佼

成
出
版

社、

一

九
八
九
年）

が
、

他
の

論
者
の

エ

キ
ュ

メ

ニ

ズ

ム

論
と

あ
わ
せ

て

整

理
し

て

い

る
。

（
33
）
　

き

ミ゚
闇
℃°
Q 。

 ゚

（
34
）
　
内
田

隆
三

『

消
費
社
会
と
権
力
』

岩
波

書
店、

一

九
八

七
年、

七
頁

。

（
35
）

市
場
に

つ

い

て

検
討
し
た
も
の

で

は
な
い

が、

ポ
ー

ド

リ

ヤ

ー

ル

を

援
用
し

つ

つ
、

同
様
の

観
点
か

ら
宗

教
の

合
理

的
選

択
理

論
を

批
判
し
た

も

の

　
　
に、

深
水

顕
真
「

人

信
行
為
に

対
す
る

商
品
経
済
学
的
一

考
察
」

（

「
宗
教
研
究
」

三

〇
七

号、

一

九
九
六

年
）

が

あ
る

。
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＊

本

稿
は
、

文

部
科
学
省
平
成
十
七

年

度
科
学
研
究
費
補
助
金
（

若
手
研
究
B
）

に

よ

る

成
果
の
一

部
を
反

映
し

た
も

の

で

あ
る

。
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