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教
社
会
学
は

「

本
格
性
の

度
合
」

目
「

垂
直

的
な

次
元
」

を

知
ら

な

い

と

批

判
さ
れ

る
。

ウ
ィ

ル

バ

ー
は

「

そ
れ

ぞ
れ

十
分
に

舎
法

的
」

な

九
つ

の

宗

教
の

定
義
を

整
理
し

て

い

る
。

そ

の

う
ち
八

つ

目
は
「

合
法
的
」

宗
教
で

「

マ

ナ
」

を

用
意
し

「

タ

ブ
ー

」

を
回
避
す

る
、

水
平
的
な
ト

ラ

ン

ス

レ

ー
シ

ョ

ン

を

有
効
に

す

る
。

九
つ

目
は

「

本
格
的
」

宗
教
で
、

「

も
っ

と

も

中
心
的
な

意
味
で

宗
教
的
で

あ
る

と
目
さ

れ

る

あ
る

特
定
の

次
元
・

レ

ペ

ル
」

へ

向
か

う、

垂

直
的
な

ト
ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー
シ

ョ

ン

を

有
効
に

す
る

。

「

合
法
性
の

危
機
」

と

は、

マ

ナ

お

よ

び

不

死
の

記
号
が

統
合
的

防

衛
的
な
昨
日
を

果
た
し

そ

こ

な
う、

つ

ま

り

翻
訳
11
変

換
の

失
敗
の

結

果
で

あ

り
、

「

本
格
性
の

危
機
」

と

は
、

「

も
っ

と

高
次
レ

ベ

ル

の

世
界
観

か

ら
の

挑
戦
に

直
面
」

し

た

と

き

に
、

変
形
目

変
換
の

第
皿

歩
と

し
て

起

こ

る
。

そ
し

て
、

す
べ

て

の

宗
教
（
ま
た
は

世
界
観）

は
、

合

法
性
と

本

格

性
の

度

合
と

い

う
二

つ

の

異
な

っ

た

独
立
変

数
を

尺
度
と

し

て、

「

妥

当
性
の

度
合
」

を

判
定
で

き

る

と

い

う
。

　
禅
仏
教
の

瞑
想
実
践
を
ベ

ー

ス

に

し
た
ウ

ィ

ル

バ

i
自
身
の

宗
教
研
究

が
、

極
度
に

個
人

的
・

内
面
的
な

関
心
と
垂

直
的
な

志
向
を
持
っ

て

い

る

こ

と

は

歴
然
と

し
て

い

る
。

た

だ

し
、

統
合
的
ビ

ジ
ョ

ン

を
主

張
す
る

か

ら
に

は
、

そ

こ

に

自
閉
す

る

こ

と

は

も
は

や
あ
り

得
ず

、

宗
教
研
究
に

お

い

て

は
、

二

つ

の

方
向
を

自
ら

推
進
し
よ
う
と
し
て

い

る
。

｝

つ

は
ト

ラ

ン

ス

パ

ー
ソ

ナ
ル

心
理

学
の

応
用
で

あ
る
ト

ラ

ン

ス

パ

ー

ソ

ナ
ル

社
会
学

（
11
超
越

的
社
会
学）

と

い

う
か

な

り
エ

ク
ス

テ

ン

シ

ヴ

な

課
題
で

あ

り、

も

う
一

つ

は
瞑
想

実
践
の

自
然
科
学
的
実

験
に

よ

る

裏
付
け
と

い

う

き
わ
め

て

イ
ン

テ

ン

シ

ヴ
な

課
題
で

あ
る

。

　
「

ト
ラ

ン

ス

パ

ー
ソ

ナ
ル

社
会
学
」

「

超
越
的
社
会

学
」

は、

「

階
層
秩

序
」

を

考
慮
し
た

「

批

判
的
規
範
的
な
宗
教
社
会

学
」

で

あ
り

、

そ

の

際

の

有
力
な

道
具
の
一

つ

が
、

「

本
格
性
」

と

「

合
法
性
」

と

い

う
対

概
念

で

あ
る

。

宗
教
社
会
学
で

現

在
流

行
し
て

い

る

言

葉
で

言
え
ば、

こ

の

「

合
法

性
」

と

は

「

公
共

性
」

の

こ

と

で

あ
り

、

宗
教
社
会
学
で

は
む

し

ろ

主
流
で

あ
り

続
け
て

い

る

テ

ー
マ

と

言
っ

て

よ

い
。

他
方、

ウ

ィ

ル

バ

ー
の

言
う

「

本
格
性
」

と

は

宗
教
の

発
達
段
階
の

こ

と

で

あ
り

、

こ

の

よ

う
な

規

範
的
価
値
を

強
調
す

る

宗
教
研
究
者
は

周
辺
的
で

あ

る
。

　
ウ

ィ

ル

バ

ー
を

読
み

進
む
な

か

で
、

私
が

随
所
で

疑
問
を

覚
え

る

点

は
、

「

死

者
」

「

死
後
世
界
」

が
ほ
と

ん

ど

主
題
化
さ

れ
て

い

な

い

こ

と

で

あ
る

。

じ

っ

さ

い
、

永
遠
の

哲
学
の

「

非
二

元

的
な

伝
統
」

に

と

っ

て

は
、

生
者
と
死

者
の

区
別
は

問
題
と

な

ら
な

い
。

生
と

死
の

関
係
を
主
題

化
す

る

と
、

そ
う
し
た

ト

ラ

ン

ス

パ

ー

ソ

ナ

ル

な
「

ス

ピ

リ
ッ

ト
」

の

壮

大
な

説
明
と

比
べ

て
、

自
己

収
縮

的
な
パ

ー

ソ

ナ
ル

な

段
階
の

「

ソ

ウ

ル
」

を

強
調
せ

ざ
る

を

得
な

く
な
る

こ

と

が

わ
か

る
。

現
象
学
的
社
会
学
に

お

け

る

超
越
概
念

諸

岡
　
了

介

　
→

九
六
七

年
に

『

見
え

な
い

宗
教
』

（
英
語
版）

を

発

表
し

た

ト

ー
マ

ス

・

ル

ッ

ク

マ

ン

は
、

そ
の

後、

ア

ル

フ

レ

ッ

ド
・

シ

ュ

ッ

ツ

に

よ
る
超

越
の

現

象
学
に

触
発
さ

れ
な
が
ら、

宗
教
の

私
事
化
論
を
深
め

る
か

た
ち

で

「

超

越
の

縮
減
」

論
を
展

開
し
て

い

る
。

　
ル

ッ

ク

マ

ン

が

編
集
を
行
っ

た

遺
稿
『

生

活
世
界
の

構
造
』

で
、

シ

ュ

ッ

ツ

は

「

大
規
模
な

超
越
」

「

中
規
模
な
超
越
」

「

小
規

模
な

超
越
」

と

い
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う
超
越
の

三

類
型
を

設
定
し

て

い

る
。

「

大
規
模
な

超
越
」

と

は、

日

常

生
活
世
界
か

ら

見
た

そ

の

他
の

現
実

世
界
（
意
味
領
域）

の

「

超
越
」

を

指
す
も
の

で
、

多
元

的

現
実

論
を

基

礎
に

設
け

ら

れ
た

概
念
で

あ
る

。

「

中
規
模
な

超
越
」

は、

自
己
の

経
験
に

対
す

る

他
者
の

存
在
や

経
験
に

つ

い

て
、

「

小
規
模
な

超
越
」

は、

「

経
験
の

核
」

に

対
す
る
そ
の

地

平
の

よ

う
に
、

ひ

と

つ

の

経
験
の

内
的
構
造
に

つ

い

て

言
わ
れ

る

概
念
で

あ

る
。

「

自
然

的
態

度
の

構
成
的
現

象
学
」

を

標
榜
し、

超
越
論
的
な

次
元

の

問
題
を
そ
れ

自
体
と

し
て

は

追

究
し
な
か

っ

た
シ

ュ

ッ

ツ

で

あ
る
が、

こ

こ

で

は

「

大

規

模
な

超
越
」

か

ら

「

中

規
模
な

超
越
」

、

さ

ら

に

は

「

小
規
模
な

超
越
」

へ

と

向
か

う
に

つ

れ、

経
験
の

超
越

論
的
分
析
に

近

づ

き
、

足
を

踏
み

入
れ

て

い

く

格
好
と
な
っ

て

い

る
。

　
ル

ッ

ク
マ

ン

は、

こ

の

シ
ュ

ッ

ツ

の

議

論
を

援
用
し、

近
現
代
社
会
に

お

け
る

宗
教
に

お

い

て
、

そ

れ

が

扱
う
主
題
が

「

大
規

模
な

超
越
」

か

ら

「

中
規
模
な

超
越
」

、

さ

ら
に

は

「

小

規

模
な

超
越
」

へ

と

転
換
し

て

き

て

い

る
と

論
じ

て

い

る
。

も
っ

と

も
、

宗
教
の

私
事
化
論
に

寄
せ

た
ル

ッ

ク

マ

ン

に

よ

る

援
用
に

は
、

も
と

の

シ

ュ

ッ

ツ

の

議
論
と

の

違
い

が

小
さ

く

な
い

。

特
に、

シ

ュ

ッ

ツ

が
人

間
経
験
の
一

般
的
条
件
に

つ

い

て

論
じ

た

「

小
規
模
な

超
越
」

を
、

ル

ッ

ク
マ

ン

は

「

近

現
代
的
独
我
論
」

と

し

て

の

個
人
主

義
的
諸
表
象
の

問
題
と

し
て

捉
え
て

い

る
。

　
し

か

し
、

そ

う
し
た

違
い

は

あ
る
に

し
て

も、

両
者
の

理
論
を
比

較
検

討
す

る

中
で

、

現
象

学
的
な

視
点
と
、

宗
教
の

私
事
化
現

象
と

の

間
に
一

種
の

平
行

関
係
が

あ
る

こ

と

が

気
づ

か

れ
る

。

ル

ッ

ク

マ

ン

に

よ

る
宗
教

の

私
事
化

論
は
、

シ

ュ

ッ

ツ

の

現
象
学

的
な

視
点
を

持
ち

込
む

こ

と

に

よ

っ

て
、

近

現
代
に

お

け
る

宗
教
状
況
の
一

局
面
を

明
ら

か

に

し

た

も
の

で

あ
る

が
、

同
時
に

ま

た
そ
れ
だ

け
で

は

な
く、

現
象
学
に

代
表
さ

れ
る
、

自
己

の

経
験
の
｝

般
的
構
造
を
主
題
と

す
る

知
の

様
式
が

求
め

ら

れ
、

姿

を

現
し

て

き
た

歴

史
的
・

社
会

的
条
件
を、

宗
教
史
と

の

関
連
か

ら

論
じ

る

も

の

と

し

て

解
釈
し
な
お

す
こ

と
が

で

き

る
よ

う
に

思
わ

れ

る
。

　
こ

う
し

た

解
釈
は、

翻
っ

て
、

い

わ

ゆ

る

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

に

関

す
る

諸
現
象
を

含
め
、

私
事
化
し
た
「

見
え
な
い

宗
教
」

の

現
れ

が、

単

な
る

社
会
諸
制
度
の

分
化
の

問
題
や、

歴
史
的
に

特
殊
な

個
人
主

義
的
表

象
の

問
題
に

尽
き

る

も
の

で

は

な
い

こ

と
、

人
間
経
験
の
一

般

的
構
造
に

対
す
る
ア

プ
ロ

ー

チ

の

展
開
を

含
ん

で

い

る

こ

と

を

理

論
的
に

示

唆
す

る

も
の

で

あ
る

。

宗
教
と

グ
ロ

ー
バ

ル

化

　
　

　
　

ウ
ル

リ
ッ

ヒ

・

ベ

ッ

ク

の

世
俗
化
論

ー

ヒ

　
村

岳

生

　
近

代
化
に

つ

れ

て

宗
教
は

消
滅
し

て

い

く、

と

い

う
よ

う
な
い

わ
ば
ゼ

ロ

サ

ム

・

ゲ
ー

ム

と
し
て

の

「

世
俗
化
」

の

前
提
は

説
得
力
を
失
い

つ

つ

あ
る

。

現
代
ド

イ
ツ

の

社
会
学
者
ウ

ル

リ

ッ

ヒ

・
ベ

ッ

ク

も
ま
た、

こ

の

よ
う
な

従
来
の

「

世
俗
化
」

テ

ー

ゼ
の

批
判
者
で

あ
る

。

　
ベ

ッ

ク

は

世
俗
化
を、

宗
教
が

個
人
化
す
る

と

同
時
に

国
家
や
地
域
と

い

っ

た
文

脈
か

ら

解
放
さ
れ

て

い

く
過
程
で

あ
る

と

論
じ

て

い

る
。

そ

の

過
程
に

お

い

て
、

宗
教
（
制

度
）

と

宗
教

性
（
信

仰）

は

乖
離
し

て

い

き、

「

自
分
の

神
（
伍

霞
印

灯
Φ
⇒
 

Oo
叶

¢
」

と

彼
が

呼
ぶ

も
の

へ

と

宗
教

は

変
容
す
る

。

そ

れ
は
決
し

て

宗
教
の

衰
退
で

も
自
閉
で

も
な

く
、

グ
ロ
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