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カ

ト

リ
ッ

ク

神
学
と

経
済
学

　

i
金

融
危
機
と

教
皇
の

新
し
い

回
勅

ー

ハ

ン

ス

・

ヨ

ア
ヒ

ム
・

ペ

ピ

ン

　
こ

の

七
月
四
日
に

発
表
さ

れ

た

ベ

ネ
デ
ィ

ク

ト
一

六
世
の

回

勅
は

現
代

社
会
の

問
題
全
般
を

扱
っ

て

い

る

が
、

私
は

そ
の

内
の

経

済
に

関
す
る

部

分
に

注
目
す
る

。

　
教
皇
の

現
在
の

金
融

危
機、

国
連
の

意
義、

モ

ダ

ー
ン

国
家
の

消
え
つ

つ

あ
る

主
権、

補
完
性
原
理、

世
界
統
一

政
府
い

わ
ゆ

る

世
界
権
威
に

関

す
る

発
言
を

詳
し

く

分

析
す
る

。

結
果
と

し
て
、

次
の

よ

う
な
印
象
を

受

け
ざ
る
を

得
な

い
。

つ

ま

り、

ヴ
ァ

チ
カ

ン

は

大
き
な

世
界
政
治
や
グ
ロ

ー

バ

ル

な

金

融
政
策
と

深
い

つ

な
が

り
が

あ
る

。

主
権
論
に

お

け

る

　

　

“

日

本
的

系
譜
”

の

可
能
性
に

つ

い

て

田

　
中

悟

　

本
報
告
は

、

「

国
家
と

は
何
か
」

と
い

う
問
い

を

媒
介
と

し
て

、

人

文

科
学
と

社
会

科
学
と

の

間
を

架
橋
し
よ

う
と

す
る

試
み

の
一

つ

で

あ
る

。

そ

の

際
に

本
論
が

手
が

か

り
と

す
る

の

が
、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

政
治
思
想

史
に

起

源
を

持
つ

「

主

権
」

概
念
で

あ
る

。

そ

の

意

味
す
る

と

こ

ろ
を

検
討
し

た

上
で

、

日
本

中
世
へ

の

適
用

可
能
性
を
探
り、

最
終
的
に

は
、

「

主

権
」

を
キ

ー

ワ

ー
ド

に

し
て、

前
近

代
と

近
代
と

を
貫
く

「

日
本
政
治
思
想
の

系
譜
」

の

可
能
性
を

提
示
し

て

み

た
い

。

　

主

権
概
念
は

、

時
代
状
況
に

応
じ

て

多
様
な

内
実
が

与
え
ら

れ
て

き

た
。

そ

も

そ

も、

宗
教
改

革
に

始
ま
る
一

連
の

変
動
の

過
程
に

お

い

て、

近

代
国
家
が

得
た

も
の

こ

そ、

主
権
に

他
な

ら
な
か

っ

た
。

か

く
し

て

成

立
し

た

「

主

権
国
家
」

に

お

け
る

「

主

権
」

と

は、

A

最
高
性
〉

と

〈

絶

対
性
〉

と

を
そ

の

重

要
な

属
性
と

し、

法
を
超
越
し

て

万
事
を

な

し

う
る

無
限

定
性
を

そ

の

特
徴
と
す
る
の

で

あ
る

。

そ
の

よ

う
な

近
代
主
権
国
家

の

概
念
は、

カ

ー
ル
・

シ

ュ

ミ

ッ

ト
が

近
代
的
国
家
概
念
の

成
立

の

前
提

と
し
て

教

皇
全
権
概
念
に

基
づ

く
教
会
組
織
の

改
革
の

存
在
を

指
摘
し

て

い

る

よ

う
に

、

神
学
的
精
神
の

刻
印
を

帯
び
、

神
学
的
思
考
に

よ

っ

て

体

系
化
さ

れ
た

も

の

で

あ
る
こ

と

が

指
摘
さ

れ

て

い

る
。

　
こ

こ

で

注
目
し

た

い

の

は
、

近
代
国
家
が

有
す
る

と

さ

れ

る

「

主

権
」

概
念
が、

ロ

ー

マ

カ

ト
リ
ッ

ク

教
会
や

そ

の

秩
序
の

も

と

に

世
界
を

支
配

す
る

神
聖
ロ

ー

マ

帝
国
と

の

対
決
の

過

程
で

導
き

出
さ

れ

た

も

の

で

あ
り

つ

つ
、

「

全
能
の

唯
一

神
」

と

い

う

神
学
的
思

考
か

ら

導
き

出
さ

れ
た

宗

教
的
概
念
を
そ
の

根
に

持
つ

点
で

あ
る
。

全
能
に

し

て

秩
序
や

法
を

定
め

る

超
越
者
と

し
て

の

権
能
は
、

近

代
以
前
で

あ
れ
ば

、

超
越
者
と

し

て

の

神
に

属
す
る

も
の

で

あ
り

、

世
俗
世
界
の

側
に

は

属
し

得
な

か
っ

た

の

で

あ
る
。

と

す
れ

ば、

「

主

権
国
家
の

成
立
」

と

は
、

概
念
そ
の

も
の

の

成

立
で

は

な

く、

超
越
に

属
す

る

も
の

で

あ

っ

た

「

全

能
」

概
念
が

、

世
俗

へ

と

移
動
し
た
こ

と

を
意
味
し

た

こ

と

に

な

る
。

と

す
れ

ぼ
、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け
る
主

権
概
念
の

誕
生
・

主
権
国
家
の

成
立
と

い

う
歴
史
的
事
件

は、

神
と

人
間
と

を

含
む

世

界
全

体
の

認
識
の

あ
り

方
に

関
わ

る

も
の

と
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し

て

論
じ
ら

れ
る

べ

き
で

あ
り、

「

超
越
と

世

俗
と

を
め

ぐ
る

宗

教
的
世

界
観
の

変
遷
」

の
一

局

面
と

し
て

把
握

す
る

こ

と

が

可

能
だ
と

考
え
ら
れ

る

の

で

あ

る
。

　
こ

う
し

た

観
点
か

ら
日

本
の

前
近
代
に

目
を

移
し

て

み

る

と
、

注
目
さ

れ
る

の

は

佐
藤
弘
夫
の

研
究
で

あ
る

。

佐
藤
は

ま

ず
「

神
」

概
念
の

時
代

的
な

変
容
と

、

仏
教
と

神
々

と

の

全
面
的
な

習
合
と

を

指
摘
す

る
。

そ
し

て
、

本
地
垂

迹
説
に

注

目
す
る

こ

と

で
、

中

世
日
本
の

神
国
思

想
が

、

仏

教
的
コ

ス

モ

ロ

ジ

ー

の

下
で

仏
が

神
と

し

て

垂

迹
す

る

末
法
辺
土
の

「

神

国
日

本
」

と
、

世

俗
の

認
識
を
超
え
た

彼
岸
／
他
界
／

普
遍
と

が

結
び
つ

け
ら
れ
て

「

世
界
」

を

構
成
す
る

も

の

で

あ
る

こ

と

を

見
出
す

。

そ

の

意

味
で

中
世
神
国
思
想
と
は

、

ト
ラ

ン

ス

ナ

シ

ョ

ナ

ル

な

仏
教

的
普
遍
世
界

の

下
に
、

世
俗
的
で

ナ
シ
ョ

ナ

ル

な

「

神
国
日

本
」

を

位
置
づ

け

る

も
の

で

あ
っ

た
。

し
た
が
っ

て
、

そ

の

よ

う
な

普
遍
的
超

越
も
し
く
は

彼
岸
世

界
の

絶
対
性
・

最
高
性
が
失
わ

れ

る

こ

と

こ

そ、

中
世
と

い

う

時
代
の

転

換
を
意

味
す
る
こ

と
に

な
る

。

　
い

っ

ぽ
う
で、

近

代
的
な

神
国
思
想
に

基
づ

く
近

代
国
体
論
の

研
究
に

よ

っ

て

照
射
さ

れ
る

範
囲
は、

し

ば
し

ば

近

世
に

と
ど
ま

り、

中

世
ま
で

及
ぶ

こ

と

は

少
な
い

。

逆
に、

中
世
日
本
か

ら

な
さ
れ

る

思
想
史
的

研
究

の

照
射
範
囲
も、

い

く
つ

か

注
目
す
べ

き

研
究
は
あ
る

に

せ

よ
、

し
ば
し

ば
近

世
以
前
に

と
ど
ま
り、

近
代
に

ま

で

及
ぶ

こ

と
は

少
な
い

。

し
た
が

っ

て、

中
世
日
本
社
会
の

諸
相
が
日

本
近
代
へ

と
ど
の

よ

う
に

受
け

継
が

れ、

い

か

な
る

連

続
と

断
絶
に

お

い

て

関
係
づ

け
ら

れ

る

の

か
。

さ

ら

に
、

近

代
の

ウ
ェ

ス

タ
ン

イ
ン

パ

ク

ト

と
、

前
近
代
と

近

代
を

貫
く
日

本

思
想
史
の

系
譜
と
が、

近

代
に

お

い

て

ど

の

よ

う
な

関
わ

り
合
い

を
持
ち

つ

つ
、

近
代
日
本
国
家
を

作
り

上
げ
た
の

か
。

そ
の

よ
う
な

論
点
に

つ

い

て

は、

未
開
拓
の

領
域
が

未
だ
多
く
残
さ

れ
て

い

る
。

そ
う
し
た

研
究
領

域
を

開
拓
す

る
に

当
た
っ

て

は
、

政
治

学
的
な
主
権
論
を

「

超
越
と

世
俗

と

を
め
ぐ
る

宗
教
的
世

界
観
」

の

問
題
と

し

て

捉
え
か

え
し

て

い

く
と

い

う、

本
論
で

検
討
し
て

き
た

認
識
視
座
が
、

ひ

と

つ

の

示

唆
と

な
る
の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か
。

チ
ベ

ッ

ト

に

伝
わ
っ

た

　
　

ス

マ

ー

ガ

ダ
i
・

ア

ヴ
ァ

ダ
ー
ナ

梶

濱

亮

俊

　
チ

ベ

ッ

ト
か

ら

出
版
さ

れ

た

著
書
に
、

サ

キ
ャ

パ

ン

デ
ィ

タ
（
】
］

八

二

ー

＝
一
五

こ

が

著
作
し

た

『

サ

キ
ャ
・

レ

ク

シ

ェ

』

が

あ
る
。

こ

の

注

釈
書
に

マ

ル

ト
ン

・

チ
ォ

ゲ
ェ

ル

（

＝
二

世
紀）

が

著
作
し

た

『

サ

キ

ャ

・

レ

ク
シ

ェ

の

注
釈
書
』

が
あ

る
。

本
書
は

、

『

薩
迦
格
言

及
注

釈
』

と
し
て

西
蔵
人
民
出
版

社
（

一

九
九
〇
年
六

月）

か

ら

出
版
さ

れ
て

い

る
。

　
本
書
の

第
二

番
目
の

格
言
の

偈
頌
は

、

サ

キ

ャ

パ

ン

デ
ィ

タ

が

著
作
し

た
『

サ
キ

ャ

・

レ

ク

シ

ェ

』

の

第
一

番
目
の

偈
頌
が
転

載
さ

れ

た
も
の

で

あ
る

。

こ

の

偈
頌
を

和
訳
す
る

と

次
の

よ
う

に

な
る

。

　

　
賢
い

人
は、

い

く
ら

知
識
の

蔵
を

持
っ

て

い

て

も

　

　
さ

ら
に、

虫

貝

重
な

格
言
を

収
集
す
る

。

　

　
大

海
は、

水
の

蔵
で

あ
る
が
た
め

に、

　

　
す
べ

て

の

川
の

水
が

流
れ
込
ん
で

く
る

。

　
『

サ
キ

ャ

・

レ

ク

シ

ェ

の

注

釈
書
』

の

中
で
、

サ

キ

ャ

パ

ン

デ
ィ

タ
の
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