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V
　
本
稿
の

狙
い

は
、

世

俗
化
論
を
そ
れ
が

伴
っ

て

き
た

「

宗
教
と

は

何
か
」

と

い

う

問
い

に

つ

い

て

再
解
釈
す
る

と

と

も
に、

宗
教
概

念

　
批
判
論
を

経
た

現
在
に

お
い

て

こ

の

問
い

が
持
つ

意

義
を
示

す
こ

と

に

あ
る

。

　
　
世
俗
化

論
と

称
さ

れ

て

き
た

諸
理
論
は
、

「

従
来
的
な
意

味
に

お

け
る

宗
教
一

と

「

従
来
見
逃
さ

れ
て

き
た

種
類
の

宗
教
」

の

双
方
を

捉
え
よ

う
と

　
す
る

h
で
、

宗

教
に

関
す
る

高
度
に
一

般
的
な
考
察
を

展
開
し
た

と
こ

ろ

に

特
徴
が
あ
っ

た
。

し

か

し、

宗
教
復
興
現
象
へ

の

関
心

の

高
ま
り
や
、

宗

　
教
の

定
義
に

関
す
る

理
論

構
成
上

の

不
備
と
い

っ

た
琿

由
か
ら
世

俗
化
論
に

対
す
る
批

判
が
強
ま
る

と
、

そ
れ

が

担
っ

て

き
た

宗
教
の
一

般
的
考
察
も

　
ま
た

回
避

さ
れ

る

よ

う
に

な
っ

た
。

　
　
ま
た
近

年
で

は
、

系
譜

学
的
手
法
に

よ

る

宗
教
概

念
批
判

論
に

よ

っ

て
、

こ

の

概

念
の

学

的
な

使
川
自

体
が

問
題

視
さ
れ

て

き
て

も
い

る
・

し

か

　
し、

適
切

な

理
論
的
前

提
の

下
で

は
、

近
現

代
社
会
に

つ

い

て

「

宗
教
と
は

何
か
」

を

問

う
視

点
は

、

系
譜

学
的

概
念
批

判
論
の

洞
察
を

深
め

な
が

　
ら、

こ

れ
と

相
互
に

補
完
し

あ
う
社
会
学
的
宗
教
概

念
批
判
と
も

称
し

う
る

研
究
実
践

を
導
く
も
の

で

あ
る

。

〈

キ
ー

ワ

ー

ド

〉

　
世
俗
化

論
、

宗
教
社
会
学、

宗
教
概
A．
心

批

判
論、

宗
教

概
念、

近
現

代
杜
会

問
題
の

所
在

　
一

九
六

〇

年
代
に

は

隆
盛
を
き
わ

め

て

い

た

い

わ
ゆ

る

世

俗
化
論
が

、

次
第
に

そ

の
］

般
理

論
と

し
て

の

意

義
を

疑
わ
れ

る

よ

う
に

な

り
・

か

わ
・

て

よ

り
堅
実
な

実
証
的
研
究
が

志

喫・
れ

る

よ

う
に

な
・

た

・

と

は
・

現
代

宗
教

奨
室

学
史
の

重

要
な

転
機

皇
般
に

鵬

巳

さ
れ

て

い

る
。

一

九
八

〇

年
頃

か

ら

以

降
は

ま

す
ま

す
と

諸
種
の

新

宗
教
運

動
や

宗
教
復
興
現

象
の

現
れ

が

注
目
を

集
め

る
よ

う
に
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な

り
、

世

界
の

「

再
聖
化
」

や

「

脱
世

俗
化
」

が

語
ら
れ

る

中
で

、

近
現
代
社

会
に
一

般

的
な
傾
向
と

し

て

世

俗
化
を

論
じ
る

し
か

た

は
、

か
つ

て

有
し

て

い

た

説
得
力
を

失

う
に

至
っ

て

い

る
。

　
さ
ら

に
、

近
年
の

宗
教
学
を

席
捲
し
た

宗
教
概
念
批
判
論
の

後
で

は
、

宗
教
概
念
を

学
問
上
の

分
析
概
念
と

し

て

用
い

る
こ

と

自

体

の

正

当

性
に

も
疑

問
が

投
げ
か

け
ら
れ

て

い

範
。

つ

ま
り

・

宗
教
概
念
を

価
値
に

お
い

て

ニ

ュ

ー

ト

ラ

ル

で

あ
る

か
の

よ

う
に

扱
う
し

か

た

は
、

こ

の

概

念
が

帯
び
て
い

る

歴

史
的
・

文

化
的
負
荷
に

対
す
る

自
覚
を

欠
い

た

問
題

含
み
の

ア

プ
ロ

ー

チ
と

も
見
な
さ

れ

て

い

る
。

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

ラ
　
　
　

　

　

　

ユ

　

確
か

に

こ

う
し

た

今
日
の

状
況
に

あ
っ

て
、

従
来
か
ら

の

世
俗

化
論
の

論
述
の

ス

タ

イ

ル

が
古

臭
く
映
る

こ

と
は

否
め

な
い

、

し

カ

し

本
当
に

、

世
俗
化
論
の

名
の

下

に

蓄
積
さ

れ

て

き
た
諸

研
究
は

す
っ

か

り
意
味
を

失
っ

て

し

ま
っ

た

の

で

あ
ろ

う
か

。

本
稿
は

順
次

こ

の

問
い

の

検
証
を

行
っ

て

い

く
が

、

そ

れ
は

単
に

世
俗
化
論
を

批
判
か

ら

擁
護
し

よ

う
と

意

図
す
る

か

ら

で

は

な
い

。

こ

う
し
た

検

証
を

試
み

る

上

で

念

頭
に

あ
る

の

は
、

現

在
の

宗

教
社
会
学
は

宗
教
概
念
の

歴

史
的
・

文
化
的
負
荷
の

問
題
に

適
切
に

対
す
る

こ

と
が

で

き
て

い

る

だ
ろ

う
か

、

と

い

う
問

題
意
識
で

あ
る

。

結
論
を

先
取
り
し
て

言

え
ば

、

宗
教
概
念
批

判
論
に

対

す
る

適
切
な

応
答
は

、

世

俗
化
論
の

再
検
討
と

批
判

的
継

承
を

通
じ
て

こ

そ
為
し

う
る

と

い

う
見
通
し

が
本

稿
の

考
察
か

ら

示
さ
れ

る

こ

と

に

な
る

。

二

　
世
俗
化
論
を
め

ぐ

る

誤
解

　

世

俗
化
論
に

対
し
て

は
・

長
年
に

わ
た
っ

て

数

多
く
の

批
判
が

重
ね
ら

れ

て

き
た

。

そ
の

批

判
の

多
く
に

お
い

て

世

俗
化
論
は
、

近

現

代
に

至
っ

て

次

第
に

宗
教
が

衰
え
さ
ら

に
は

消
え
て

し

ま

う
と

す
る

「

宗

教
の

衰
退
・

消
滅
」

命
題

を

主

張
す
る

も
の

と
し

て

イ

メ

ー

ジ

さ
れ
て

き
た

。

最
初
に

、

世
俗

化
論

争
に

不
毛

な
紛
糾
を

も
た

ら
し

て

き
た

こ

の

イ
メ

ー

ジ

の

誤

り
を

確
認
し
て

お

き
た
い

。

（624）　 2

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

世 俗化 論 に お け る 宗教概念批 判の 契機

　

宗
教

社

会
学
に

お
い

て

世
俗

化
論
の

内
に

数
え

ら
れ
て

き
た

理

論
を

具
体

的
に

挙
げ
る

な

ら
、

P
・

バ

ー

ガ

ー
、

T
・

ル

ッ

ク
マ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
2〕

ン
、

B
・

ウ

ィ

ル

ソ

ン
、

T
・

パ

ー

ソ

ン

ズ
、

R
・

ベ

ラ

ー
、

D
・

マ

ー

テ

ィ

ン
、

R
・

フ
ェ

ン

ら

の

所
論
が

そ
れ

に

あ
た

る

（

以

下
、

特
に

こ

れ

ら
諸
理

論
の

具
体
的
内

容
を

考
慮
す
る

場
合
に

は

「

世
俗

化
諸
理

論
」

と

表
記

す
る
）

。

ま

ず
基

本
的
な

事
実
と
し

て
、

こ

れ

ら

諸
研
究
の

理

論

構
成
を

実
際
に

検
討
し

た

上

で

為
さ

れ

た

世
俗
化

論
批
判
は

驚
く
ほ

ど
少
な
い

と
い

う
こ

と

が
指
摘
さ

れ
る

。

大

多
数
は

、

批

判
者
自
身
が

既
に

抱
い

て

い

る

世

俗
化
や

世
俗

化
論
の

イ

メ

ー

ジ
の

下

に
、

こ

れ

ら

諸
理

論
の
．

部
だ

け
を

恣
意
的
に

取

り
上

げ
て

論
じ

て

い

る
。

例
え
ば

最
近
で

は
、

宗
教
概
念
批

判
論
の

代

表
的
論
者
で

あ
る

T
・

ア

サ
ド
が
世

俗
主

義
と

の

関
連
に

お

い

て

世
俗
化
論
が
不

適
切
で

あ
る
こ

と

を

論
じ

て
い

る

が
、

そ
こ

で

取
り
ト

げ
ら

れ

て

い

る

の

は

J
・

カ

サ
ノ

ヴ
ァ

と

G
・

へ

ー

ゲ
ル

　

　「
3）

で

あ
る

。

．
一

世

紀
前
の

哲
学

者
で

あ
る
へ

ー

ゲ

ル

は

も
と

よ

り
、

公

共
宗
教

論
の

疏
場
か

ら
い

わ

ば

譲
歩
す
る

か
た

ち

で

世
俗

化
論
の

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
〔
4〕

修
正

案
を
示

し

た

に

す
ぎ
な
い

カ

サ
ノ

ヴ
ァ

の

所
論
を
も
っ

て

世

俗
化
論
を

代
表
さ
せ

る
こ

と
は

妥
当
で

は

な
い

。

　

世
俗

化
諸
理

論
の

内

容
を

確
か
め

て

み

る

な
ら

ば
、

そ

れ

ら

が

単
純
な

宗
教
の

衰
退
・

消
滅
を

説
く
も
の

で

は

な
か
っ

た

こ

と

は

明

ら

か

で

あ
る

。

例
え
ば

、

ル

ッ

ク
マ

ン

や
バ

ー

ガ

ー

が

宗
教
の

人
間
学
的

根
拠
に

つ

い

て

考
察
し

な
が
ら

、

近

現
代
に

お

け
る

新
し
い

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
　
らド　

宗
教
の

社
会
的
形

態
と

し

て

「

宗
教
の

私

事
化
」

を

論
じ

て
い

る
こ

と

は
、

む
し

ろ

周
知
の

事
柄
で

あ
ろ

う
。

ベ

ラ

ー

は
、

現
代
ア

メ

リ

カ

社

会
の

中
に

従
来
は

十
分

認
識
さ

れ

て

こ

な

か
っ

た

「

宗
教
的

次
元
」

の

存

在
を

指
摘
し

て
、

こ

れ
に

「

市

民
宗

教
ρ
。

三
ζ
Φ

亭

゜q

喜
）

」

と
い

う
名
を

与
え

、

パ

ー

ソ

ン

ズ

は

こ

の

概

念
を

近
現

代
社

会
を
特

徴
づ

け

る

価

値
共

有
に

用
い

て
、

よ

り

広
い

社
会

理
論

　

　

　
　

　

　
ハ
　ロ

の

中
に

位
置
づ

け
た

。

自
ら

進
ん

で

世
俗

化
論
者
を

称
し
た
ウ
ィ

ル

ソ

ン

に

し

て

も
、

セ

ク

ト
研
究
を
リ

ー

ド

す
る

傍
ら

、

世

俗
化
と

は

宗
教
が

そ

の

社
会
的
意

義
を

失
う
過
程
で

あ
っ

て
、

宗
教
そ
の

も
の

の

衰
退
や

消
滅

を

意
味
す
る

わ

け
で

は

な
い

と
い

う
主

旨
の

発

　

　

　
　

　

　
　
（
7・

言
を
繰
り
返

し

て

き
た

。

こ

う
し

て

み

る

と

こ

れ

ら

世
俗
化
諸
理

論
は

、

近
現
代
社
会
に

お

け
る

「

従
来
的
な

意
味
に

お

け
る

宗
教
」
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の

変
容
と

、

そ
れ

に

よ
っ

て

浮
き
彫
り
に

さ

れ

る

「

従
来

見
逃
さ
れ

て

き
た

種
類
の

宗
教
」

の

登

場
な
い

し

存
続
と
い

う、

二

重
の

論

点
を
持
つ

も
の

で

あ
っ

た

と

言
え
る

。

　

実
の

と

こ

ろ
、

世

俗
化

論
批
判
の

多
く
が
ス

テ
レ

オ

タ

イ

プ

な
世

俗
化
論
イ
メ

ー

ジ

に

向
け
ら

れ

て

い

る

に

す
ぎ
な
い

こ

と
は

、

世

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

（
旦

俗
化
諸
理
論
の

支

持
者
に

よ

る

反
批
判
の

中
で

繰

り
返
し

指
摘
さ
れ

て

き
た

こ

と
で

あ
る

。

J
・

ス

ィ

ン

ゲ

ド

ー

は
一

九
八

六

年
当

時

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　（
9）

に

あ
っ

て

既
に

、

世

俗
化

論
争
の

様
子
を

「

永
遠
の

回
帰
」

と

表
現

し

て

い

た
。

実
質
的
な

理
論
の

検

討
を

欠
き
、

不
充

分
な
理

解
に

基
づ

い

た
批

判
が

反

復
さ
れ

る

こ

と
で

、

話
が

噛
み

あ
わ

ず
に

議

論
が

膠
着
し

て

い

る

状

況
は

、

そ
れ
か

ら
二

〇

数
年
が

経
っ

た
現

在

に

至

る

ま
で

変
わ
っ

て

い

な
い

。

誤
解
や

理

解
不
足
の

ヒ
に

疏
つ

た
批

判
が

こ

れ
ほ

ど

ま
で

に

執
拗
で

あ
る
こ

と

を
考
え
る

と
、

単
に

イ
メ

ー

ジ

の

偏
り
を

指
摘
す
る

だ

け
で

は

不
足
で

あ

り、

こ

の

種
の

世

俗
化
論
批

判
が

飽
か

ず
に

再
生

産
さ

れ

る
こ

と

の

背
景
や

構

造

的
要
因
を
探
っ

て

み

る

必
要
が

あ

り
そ

う
で

あ
る

。

三

　
世
俗
化
論
争
の

座
礁
と

そ

の

意
味

　

世
俗
化
論
に

与
え
ら

れ
て

き
た

イ

メ

ー

ジ
の

偏
り
に

関

し

て

ま

ず
踏
ま

え
て

お

く
べ

き
と

思
わ

れ

る

の

は
、

世

俗
化
を
め

ぐ
る

議
論

の

裾
野
が

宗
教
社
会

学
に

限
ら
れ

な
い

拡
が

り
を

持
っ

て

い

る

と
い

う
事
実
で

あ
る

。

キ
リ
ス

ト

教
の

社

会
的
地

位
と

そ

の

変
化
が

大

き
な

関
心

事
で

あ
り

続
け
て

き
た

欧
米
諸
社
会
で

は
、

神

学
や

哲
学
を
は

じ

め

と

す
る

諸
種
の

思

想
潮
流
か

ら
、

必
ず
し

も
ア

カ

デ

ミ

ッ

ク
で

は

な
い

評
論
や

イ

デ

オ
ロ

ギ
ー

的
な
主

張
ま

で
、

世

俗
化
を
め

ぐ
っ

て

実
に

さ

ま
ざ
ま
な

言
説
が
流
通

し
て

き
て
い

る
。

そ

れ

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

（
10）

ら

の

言
説
は

、

陰
に

陽
に

宗
教
社

会
学
に

お
け
る

世
俗
化

論
の

イ
メ

ー

ジ

を

左
右
し

て

き
た

。

偏
っ

た

イ
メ

ー

ジ

に

基
づ

く
世

俗
化
論

批
判
に

つ

い

て

も
、

宗
教
社

会
学
の

外
部
に

存
在
す
る

世

俗
化
言
説
に

対
す
る

根
強
い

反
感
や

拒

絶
が
そ
こ

に

反
映
し

て

い

る

と

考
え

（626） 4

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

世 俗化論 に おける 宗教概念批判の 契機

る

こ

と

が
で

き
よ

う
。

　

宗
教
社
会
学
の

内

部
に

日
を
向
け
る
と
、

世

俗
化
論
の

理

論
的
内
容
以

前
に

、

そ
の

語
り
冂

に

対
す
る

違

和
感
が

強
ま
っ

て

き
た

と

い

う
事
情
が

指
摘
さ

れ

る
。

先
に

世
俗

化
諸

理

論
が

有
す
る
二

重
の

論
点
に

触
れ

た

が
、

「

従
来
的
な

意
味
に

お

け
る

宗
教
」

と

「

従

来

見
逃
さ

れ

て

き
た

種
類
の

宗
教
」

を

同
時
に

捉
え
よ

う
と

す
る

際
に

は
、

宗
教
と
い

う
概
念
自

体
を

見

直
し

拡
張
す
る

必

要
に

迫
ら

れ
る

。

ル

ッ

ク
マ

ン

や

バ

ー

ガ

ー

が

現
象
学
的
社
会

学
の

方
法
に
、

パ

ー

ソ

ン

ズ

が
シ

ス

テ

ム

論
の

方
法
に

依
拠
し

な

が

ら
、

高
度
に

】

般

的
な

宗
教
論
を

展

開
し
た

こ

と

は
、

こ

う
し

た

宗
教

概
念
の

見

直
し
と

い

う

課
題
へ

の

対

応
と

し

て

も
理

解
さ
れ

る
。

す
な

わ

ち
、

実

証
的

な

調
査
や

観

察
の

結
果
を

参
照
す
る

に

と

ど

ま
ら

ず、

「

宗
教
と

は

何
か
」

と

い

う
問
い

に
つ

い

て
一

般
的

考
察
を

展
開

し

た

と
こ

ろ

に
、

世

俗
化
諸
理

論
の

特
徴
が

あ
っ

た

と

言

え
よ

う
。

　

し

か

し
、

宗
教
社
会

学
内
で

地
域

毎
の

実
証

的
調
査
を
重
ん

じ

る

傾
向
が

次
第
に

強
ま
っ

て

く
る

に

し
た

が
い

、

世
俗

化
諸
理

論
が

持
っ

て

い

た

宗
教
の
一

般
的
考
察
へ

の

志

向
は
、

個
々

の

事
例
が

持
つ

歴

史
的
・

文

化
的
特

殊
性
を

捨
象
す
る

も
の

と

し

て

拒
絶
さ
れ

る

よ

う
に

な
っ

て

き
て
い

る
。

世
俗
化
論
を
近

代・
工

義
な
い

し

世
俗
主

義
と
い

っ

た

規
範
的
・

イ
デ

オ
ロ

ギ

ー

的
立

場
に

立
つ

も
の

と

す
る

批
判
の

中
に

も
、

世

俗
化
論
が

強
引
す
ぎ
る

理

論
的
．

般

化
に

与
る

も
の

だ
と
の

疑
念
が
含
ま
れ

て

い

る
．

　

理
論
的
一

般
化
と
い

う
も
の

が
個
々

の

事
例
や

デ

ー

タ

の
一

面
だ
け

を

特
定
の

関

心
に

沿
っ

て

切

り
取
る

も
の

で

あ
る

以

上
、

そ
れ

が

個
別
の

事
例

の

歴

史
的
・

文
化
的
特
殊
性
を
損
な
い

か

ね
な
い

と

い

う
危
惧
は

き
わ

め

て

ま
っ

と

う
な
も
の

と

言
え
る

。

た

だ
し

、

こ

の

種
の

批
判
は

、

世
俗
化

諸
理
論
と

同
じ

水
準
に

立
っ

て

宗
教
の

問
題

を

問
い

こ

れ

を、
史
新
す
る

も
の

で

は

あ
り
え
ず

、

そ

の
詒
り

凵

を

問
題
視
す
る
こ

と
に

よ
っ

て

世

俗
化
論
争
自
休
を

無
益
な
い

し
有
害
で

あ
る

と

し

て
一

，

座．

礁
」

さ

せ

る

も
の

で

あ
っ

た
。

ひ

い

て

は
、

次
節
に

て

確
か

め

ら

れ
る

と

お
り
、

「

宗
教
と
は

何
か
」

と

い

う
問
い

を
こ

れ

以
上

拘
わ

る
べ

き
で

は

な
い

問
題
と

し
て

宗
教

社

5 （627）
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会
学
か

ら

排
除

す
る

方
向
に

働
く
こ

と

に

な
っ

た

の

で

あ
る

。

四

　
近
年
に

お

け

る

宗
教
社
会
学
の

諸
潮
流

　

続
い

て

は
、

世

俗
化
論
争
座

礁
以

降
の

宗
教
社
会

学
の

諸
潮
流
に
つ

き
、

そ

れ

が

宗
教
の
一

般
的

考
察
に

対
す
る

懐

疑
の

中
で

展
開

し

て

き
た

様
子
に
つ

い

て

確
か

め

て

お
き
た
い

。

こ

こ

で

は
一

九
八

〇

年
代
以

降
の

諸

動
向
の

内
、

世
俗
化
諸
理

論
と

関
わ

り
が

深
い

も
の

を

取
り
上

げ
る

。

　

と

り
わ

け
目
を

引
く
の

は
、

実
証
的

研
究
に

基
づ

き
な

が

ら
「

従
来
見
逃
さ
れ

て

き
た

種
類
の

宗

教
」

を

扱
い

、

こ

れ

を
概

念
化
し

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
（
11一

よ

う
と

す
る

試
み

が
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

を

中
心
に

数
多
く

見
ら

れ

る

こ

と
で

あ
る

。

い

く
つ

か
の

先

行
研

究
に

よ

る

紹
介
が

あ
る

の

で
、

こ

こ

で

は

要
点
だ

け
を
述
べ

る
。

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（
12）

　

ま
ず

、

「

潜
在
的
宗
教
（

冒
9
。

詳

邑
喧
9）
」

概
念
を
二

〇

年
来
提
唱
し

て
い

る

の

が
、

イ

ギ

リ

ス

の

E
・

ベ

イ

リ

ー

で

あ
る

。

従
来

「

宗
教

的
な
も
の
」

と

さ

れ
て

き
た

領
域
の

外
に

あ
る

宗
教

性
に

光
を

当
て

よ

う
と

す
る

ベ

イ

リ

ー

は
、

生
の

意
味
・

詩

的
洞

察
・

芸

術

的
な

ヴ
ィ

ジ
ョ

ン

な

ど

を

求
め

る

八
間
の

行
為
や

そ

の

所
産
を
広

く
含
み
こ

む

概
念
と

し

て
、

非

常
に

緩
や

か

に

「

潜
在
的

宗
教
」

を

設
定
し

て

い

る
。

そ

の

目

的
は

、

多
様
性
を

増
し
つ

つ

あ
る

現
代
イ

ギ

リ
ス

の

宗
教
状
況
に

対
し
て

で

き
る

か

ぎ
り
広
い

網
を

掛
け

る

こ

と
に

あ
り

、

い

わ

ば

意
図

的
に

あ
い

ま
い

な

概
念
と
し

て

設

計
が

行
わ

れ
て

い

る
。

　

同
じ

く
イ

ギ

リ
ス

で

は
、

キ
リ
ス

ト
教

会
へ

の

従
来
的
な

関
わ

り
方
と
は

異
な
っ

た

宗
教

性
の

存

在
を

指
摘
す
る
、

G
・

デ

イ

ヴ
ィ

に

よ

る
一

連
の

議

論
が

あ
る

。

彼
女
は

、

近

年
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
、

特
に

北
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お
い

て

教
会
へ

の

所
属
意
識
や

H
々

の

礼

拝

行

動
が

衰
退

し
つ

つ

あ
る
一

方
で

、

人
び

と

が

持
っ

て
い

る

宗
教

的
信
念
や

、

冠
婚
葬

祭
時
に

お

け
る

教
会
へ

の

関
与
に
つ

い

て

は

強
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N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association for Religious Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Rellglous 　Studles

世 俗化論に お ける宗教概念批 判 の 契機

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
〔
13〕

い

持
続

性
が

見
ら

れ
る

点
を
指
摘
し

て
、

「

所
属
な

き
信

∂
¢

幕
≦

晃

訌
筈
。

鴛

9一
。

亮
ヨ
笹

こ

と

表
現
し
て

い

る
。

現

在
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

人

び

と

は

「

単
に

世

俗
的
な

の

で

は

な

く、

非
教
会
的
（

琶
9
母
9
Φ

e
」

な

の

で

あ

り、

教

会
の

側
も
ま

た
】

定
の

社

会
的
役

割

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
へ
14い

を
果
た
し

続
け
て

い

る

と
し

て
、

単
純
な

宗
教
の

衰
退
命
題

を

斥
け
る

の

が
デ

イ

ヴ

ィ

の

立
場
で

あ
る

。

　

イ
タ

リ

ア

に
つ

い

て

は

R
・

チ

プ

リ
ア
ー

二

が
、

「

教

会
宗
教

8
『

霞
9
「

Φ
＝

ゆq
δ
コ）
」

に

源
泉
を

持
ち
な

が

ら
、

し

か

し

そ
れ

と

は

区

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
へ
15）

別
さ
れ

る

社
会

的
価
値

観
と

し

て

の

宗
教
性
を

指

す
た

め

に

「

拡
散
し

た

宗
教
（
臼

穿
ω

巴

至
 
。

巳
」

と
い

う
概
念
を

設
け
て
い

る
。

そ
の

上

で

現

在
の

イ

タ

リ

ア

社
会
で

は
、

「

教
会
宗
教
」

が

危

機
に

直
面
し

て

い

る
一

方
、

「

拡
散
し

た

宗
教
」

の

方
は

根
強
く

存
続
し

て

い

る
こ

と

が

述
べ

ら
れ

る
。

「

拡
散
し
た

宗
教
」

概

念
が
類
似

の

諸
概

念
に

対
し
て

有
す
る

特
徴
は

、

そ
れ

が
「

教
会

宗
教
」

と

対

立

関
係
に

あ
る

の

で

は

な
く
、

相
互

依
存
的
な

関
係
に

あ

る

こ

と

が

強
調
さ

れ
て

い

る

点
で

あ
る

。

　
こ

れ

ら
の

研
究
は

、

世
俗

化
諸
理

論
が

持
っ

て

い

た

「

従
来
見
逃
さ
れ
て

き
た

種
類
の

宗
教
」

に

対

す
る

関
心
を

積
極

的
に

引
き

継

ぐ
も
の

と

し

て
、

ル

ッ

ク

マ

ン

の

「

見
え

な
い

宗
教
」

論
、

ベ

ラ

ー

の

「

市
民
宗
教
」

論
、

そ

れ

に

同

時
期
の

R
・

タ

ウ

ラ

ー

の

「

庶

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

（
16〕

民

宗
教
〔
8
ヨ
ヨ
。

ロ

匡
酋
。

・

二

論
と

同
一

の

系
譜
上
に

位
置
づ

け
る
こ

と

が

で

き
よ

う．．

た

だ

し
、

ル

ッ

ク
マ

ン

ら

の

諸
研

究
に

比
べ

る

と
、

対
象
と

な
る

国
や

地

域
の

歴
史

的
・

文

化
的
特
殊
性
を

重

視
し

、

議

論
の

範
囲
を

時
間
的
・

空
問
的
に

狭
く
限
定
し

よ

う
と

す

　

　

　
　

　

　
　

〔
17）

る

姿
勢
が

顕

著
で

あ
る

。

先
述
の

と

お
り
こ

の

姿
勢
は

、

宗
教

に

関
し

て

安

易
な
一

般
化
を

為
す
こ

と
に

対
す
る

警
戒
心

に

発
し

て

い

る

と

見
ら

れ

る
。

し

か

し
、

結
果
的

に

は

こ

う
し
た

姿
勢
に
よ
っ

て
、

「

○
○

宗
教
」

と

い

う
宗
教
の

下
位

概
念
が

相
互

に

関
連
づ

け

ら

れ
る

こ

と

な
く

乱
発
さ

れ

る

状
況

が

生
み

出
さ
れ

て

し
ま
っ

て

い

る
。

宗
教
の
一

般
的
考

察
を
避

け
た

ま
ま
、

「

従
来
見

逃
さ
れ

て

き
た

種
類
の

宗
教
」

を

概
念

化
し

よ

う
と

す
る

な
ら

ば
、

こ

う
し
た

事
態
が

生

じ
る

こ

と

は

理

の

当
然
と

言
え
る

。

　
ま
た

他
に

、

世
俗
化
諸
理

論
か

ら
、

近

現
代
社
会
と

い

う
枠
組
み
の

下
で

宗
教
の

変
容
を

論
じ

る

視

点
を
引

き

継
い

で

い

る

取
り
組
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み

も
存

在
し

て
い

る
。

特
に

興
味
深
い

研

究
と

し

て
、

M
・

チ

ャ

ヴ
ェ

ス

は

「

権
威

雷
三

ぎ
昏
団
）

」

、

D
・

エ

ル

ヴ
ュ

旧

レ

ジ
ェ

は

「

記

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
18）

憶
」

と
い

う
切

り
口

か

ら
ア

プ
ロ

ー

チ

す
る
こ

と

で
、

宗
教
の

近

現
代
的
変
容
を

捉
え

よ

う
と

し

て

い

る
。

こ

う
し
た

論
の

進
め

方
は

そ
れ
自

体
と

し
て

は

適

切
で

あ
り
、

刺
激
的

な
議

論
を

作
り
出

す
こ

と

に

成
功
し

て

い

る
。

し
か

し
、

「

宗
教
と

は

何
か
」

と

い

う
問

い

に
つ

い

て

言
え
ば
、

迂
同

路
を

設
け
て

こ

の

問
題
を
一

時
的
に

回

避
し

、

対
処
を

先
延
ば

し

に

す
る

こ

と
で

成
立

し

て

い

る

議

論
で

　
露）

あ
る

。

　

世
俗

化
概
念
に
こ

だ
わ

る

世

俗
化
論
修
正

論

者
の

問
で

も
、

宗
教
の

問
い

を
回
避

す
る

こ

と

か

ら

隘
路
へ

と

迷
い

込
ん

で
い

る

様

子

が

伺
わ

れ

る
。

世

俗
化
論
の

意

義
を
主

張
す
る

た

め

に
、

ド
ベ

ラ

ー

レ

の

場
合
は

そ

れ

を

「

教
会
へ

の

関
与
の

衰
退
」

・
「

宗
教
変
動
」

・

　

　
〔
20）

「

非
聖
化
」

、

カ

サ
ノ

ヴ
ァ

の

場
△
冂

は

「

宗
教
的
制

度
と

規
範
の

分
化
」

・
「

宗
教
的

信
念
と

実
践
の

衰
退
」

・
「

宗
教
の

私
事

化
」

と
い

っ

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
21一

た

下
位

命
題
へ

と

分
解
す
る

手
順
を

踏
む

。

本
来
、

世
俗

化
概
念
が
何
ら
か

の

意
義
を

持
つ

と

す
れ

ば
、

そ

れ
は

こ

れ
ら

下
位
命
題
を

総

合
す
る

し

か
た

の

内

に
こ

そ

存
す
る

の

で

な

く
て

は

な
ら

な

い
。

そ
れ

と

は

逆
に

下
位

命
題
へ

分
解
す
る

方
向
に

だ

け
流
れ

る

の

は
、

世

俗
化
概
念
と

相

関
関
係
に

あ
る

は

ず
の

宗
教
概
念
の
一

般
的

考
察
に

は

立

ち
入

ら

ず
、

し

た

が
っ

て

密
か
に
一

定
の

宗
教
理

解

を

立
脚
点
に

据
え
た
上
で

論
を
進
め

る

か

ら

で

あ
る

。

こ

う
し

た

手
続
き
は

世
俗

化
諸
理

論
の

初

発
の

問
題

意
識
を
見

失
わ
せ

、

議
論

を

際
限
な

く

拡
散
さ
せ

る

こ

と

に

な
っ

て

し
ま

う
。

　

も

う
ひ

と
つ
、

宗
教

概
念
批

判
論
を

直
接
に

意
識
し

た

試
み

と
し

て
、

「

社
会
構
成
主

義
的
ア

プ
ロ

ー

チ
」

を
標
榜
す
る

J
・

ベ

ッ

ク

フ

ォ

ー

ド

の

所
論
を

取
り
上

げ
て

お
こ

う
。

そ

れ

は
、

宗
教
概
念
を
社

会
学
的
分

析
概
念
と

し

て

用
い

る
こ

と

を
断

念
し

、

社
会
内

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
22）

に

お

け
る

宗
教
概
念
の

用
法
自
体
を

研
究
対
象
と

す
る

こ

と

で
、

概
念
批

判
論
が

暴
い

た

難
点
を
回

避
し
よ

う
と

す
る

。

　

確
か
に
こ

の

ア

プ
ロ

ー

チ

は

こ

れ

ま
で

手
薄
だ
っ

た

新
し
い

研
究
領
域
を

拓
く
も
の

で

は

あ
る

が
、

こ

れ

ま

で

の
宀

示

教
社
会

学
の

研

（630） 8
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究
蓄
積
と
の

接
続
を

確
保
す
る
こ

と
が

で

き
ず

、

要

す
る

に
、

知
識
社
会

学
の

主

題
の

ひ

と
つ

と

し

て

宗
教
概
念
を

取
り
上

げ
る

に

す

　

　〔
23　

ぎ
な
い

．．

世

俗
化
諸
理

論
と

の

関
連
で

言
え
ば

、

「

従
来

見
逃
さ

れ

て

き
た

種
類
の

宗
教
」

の

存
在
と
い

っ

た

問
題
は、
霧
散
し

て

し

ま

う
こ

と

に
な

る
。

　

以
上

、

世

俗
化
論
争
座

礁
以

降
の

宗
教

社
会
学
の

諸
潮
流

を

概
観
し
た

が
、

実
証

的
側
面
に

お
い

て

研

究
が

着
実
に

積
み

重
ね

ら
れ

て

き
た
一

方
で
、

宗
教
概
念
の

問
題
に

関
し

て

は
、

宗
教
の
一

般
的
考
察
を

敬
遠
す
る
こ

と

か

ら

構
造
的
に

生
じ

る

迷

走
や

停

滞
の

状

態
に

陥
っ

て
い

る

こ

と

が

分
か

る
。

　

　

　

　
五

　
「

宗
教
の

定

義
」

と
い

う

問
題

　

こ

こ

ま
で

、

宗
教

社
会

学
に

お

い

て

宗
教
の
一

般
的

考
察
が

敬
遠

さ

れ

て

き
た

様

子
を

見
て

き
た

。

「

宗

教
と

は

何
か
」

と
い

う
問

い

に

関
し

て

は

も

う
一

点
、

「

宗
教
の

定
義
」

を
め

ぐ
る

議
論
が

重

要
で

あ
る

。

　

宗
教

社
会

学
で

は
．

般
に

、

「

宗
教
の

定
義
」

閊

題
を

、

「

機
能

的
定

義

含
考

ぎ
コ

巴

号
讐一
け

δ一
ご
」

対
「

実

体
的

定
義
（

饕
σ
ω

霞
コ

ニ

巴

号
雪
三

8
）

」

と

い

う

対
置
の

ド
に

整
理
し
て

き
た

。

機

能
的
定

義
を

採
用
す
る

論

者
は

し

ば

し

ば
、

実

体
的

定
義
を
、

キ
リ

ス

ト

教

教

会
を
典
型

と

す
る

歴
史

的
に

特
殊
な
制
度
的

形
態
を
宗
教
］

般
と

同
、

視
す
る

も
の

だ
と

し
て

退

け
る

。

世

俗
化
論
争
の

文

脈
で

言

え

ば
、

特

殊
な

形
態
に

お

け
る

キ

リ
ス

ト
教
教

会
の

衰
退
を

宗
教
一

般

の

衰
退
と

取
り
違
え
る

も
の

と

し

て
、

実
体
的

定
義
を
批

判
す

る

わ

け
で

あ
る

。

他
方

、

人

間
な
い

し

社
会
の

機
能
的
要
件
に
よ

っ

て

宗
教
を

基
礎
づ

け
よ

う
と

す
る

機
能

的
定
義
に

対
し

て

は
、

研

究
対

象
が

広

く
な

り
す
ぎ
る

だ

け
で

な

く
、

宗
教
の

変

動
の

相
を

捉
え
る

こ

と

が

不

可
能
に

な
る

と
い

っ

た

批
判
が

向
け
ら

れ
て

き

た
。

9 （631）
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機
能

的
定
義
に
つ

い

て

は

ル

ッ

ク

マ

ン
、

パ

ー

ソ

ン

ズ
、

J
・

イ
ン

ガ

ー

ら
が
、

実
体
的

定
義
に
つ

い

て

は
バ

ー

ガ

ー
、

ウ
ィ

ル

ソ

ン
、

R
・

ロ

バ

ー

ト

ソ

ン

ら
が
、

そ

の

代
表
的

支
持
者
と

し

て

見
な
さ

れ

て

き
た

。

一

部
で

は
、

実
体
的

定
義
と

機
能
的

定
義
は

必

ず

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
〔
24＞

し
も
対
立

す
る

も
の

で

は

な
い

と

す
る

見

方
も

あ
る

。

あ
る
い

は
、

初

期
の

バ

ー

ガ

ー

の

よ

う
に

、

宗

教
の

定
義
は

各
研

究
者
の

「

好

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　｛
25＞

み

の

問

題
で

あ
る
」

と

し
、

研
究
の

実
質
に
は

直
接
関
係
が

な
い

と

す
る

立

場
も

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
に

主

張
の

内
容
は

さ
ま
ざ
ま

あ
る

が
、

宗
教
の

定
義
を
め

ぐ
る

議

論
の

空

問
自

体
が

ひ

と

つ

の

共
通
の

前

提
の

上

に

立
っ

て

い

る
。

す
な
わ

ち
、

「

宗
教
の

定
義
」

と

は

社
会

学
的

分
析
の

道
具
で

あ
り

、

事
象
の

記
述

や
分

析
を

進
め

る

に

先
だ
っ

て
、

研

究

者
側
で

自

由
に

こ

れ

を

規
定
す
る
こ

と

が

で

き
る

と
い

う
前

提
で

あ
る

。

　

し
か
し
一

般
に

、

社

会
学
的

研
究
実

践
の

方
向

性
を

定
め

る

と
と

も
に

、

そ
の

も
っ

と

も
基

本
的
な
意

義
を

保
証
す
る

も
の

は
、

研

究
の

先
行
理

解
と

し

て

働
く
概

念
の

日

常
的
意
味
で

あ
り
用

法
に

ほ

か
な
ら

な
い

。

例
え
ば

、

ベ

ラ

ー

の

「

市
民
宗
教
」

論
が
ど
れ

ほ

ど

独
創
的
な

発
想
だ
と
し

て

も
、

そ
の

概
念
の

用

法
が

、

宗

教
と
い

う
概
念
が
意

味
を

成
す
範

囲
を

逸
脱
し

て

い

な
い

か
ら
こ

そ
、

こ

の

理
論
の

是
非
を

論
じ

る

こ

と

が

可

能
と

な
っ

て
い

る
。

概
念
の

冂

常
的
意
味
11

用
法
を

地
平
と

し

て

進
め

ら

れ
る

社

会
学
的

研
究
実

践
は

翻
っ

て
、

研
究
を
通
し

て

彫
琢
さ
れ

る

当
該
概

念
の

社

会
学
的
意

味
”

用

法
を
も
っ

て

日

常
的
意

味
11

用

法
へ

と

働
き
か

け、

そ

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
〔
26）

の

再
編
成
を

促
す
こ

と
に

な

る
。

　

約
め

て

旨
え
ば

、

「

宗
教
の

定
義
」

と

は

単
に

方

法
論
上
の

問

題
な
の

で

は

な

く
、

そ
の

ま
ま

「

宗
教
と

は

何
か
」

と
い

う
理

解
に

通

じ

る

も
の

に

ほ

か
な

ら

な
い

。

「

宗
教
の

定
義
」

を

論
じ

る

従

来
の

議

論
は

、

こ

う
し
た

概

念
の

日

常
的
用

法
と

社
会
学
的
用

法
、

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
27）

社

会
内
に

お

け
る

言
語

的
実
践
の

総

体
と

社
会
学

的
研
究
実

践
と
の

問
に

存
す
る

解
釈
学
的
な

循
環
関

係
を

見
誤
っ

て

お

り
、

分
析
概

念
か

ら
離
れ

た

と

こ

ろ

に

研
究

対
象
た
る

「

現

象
そ

れ

自
休
」

が

存
し
て

い

る

と

想
定
し

て

い

る

点
で

不
適

切
な

本
質
主

義
的

実
体
化

（632） 10
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　（
28．一

を

行
っ

て

い

る
。

　
「

宗
教
の

定

義
」

を
め

ぐ
る

こ

の

立

論
の

し

か
た
は

、

宗
教
社

会
学
内
に

広

く
共
有
さ

れ

て

き
た

前
提
で

あ
り

、

世
俗

化
諸
理

論
に

固
有
の

欠
陥
と

い

う
わ

け
で

は

な
い

。

し

か

し
、

宗
教
の
一

般
的
考
察
を

担
っ

て

き
た

世
俗

化
諸
理

論
に

と
っ

て

は

特
に

決

定
的
な

難

点
で

あ

り
、

議

論
が

座

礁
す
る

こ

と

に

な
っ

た

理
論

構
成
上

の
一

要
因
を
成
し

て

い

る
。

　

他
方
で

、

宗
教

社
会

学
の

大
勢

、

特
に

実
証
的
研
究
へ

の

専
念
を

標
椦
す
る

向
き
に

お
い

て

は
、

今
も
「

宗
教
の

定
義
」

と
い

う
立

論
の

下
、

宗
教
概
念
が

ナ
イ

ー

ヴ

な

し
か

た

で

用
い

ら

れ

続
け
て

い

る
。

本
来
は

、

「

宗
教
と

は

何
か
」

と

い

う
問
い

と

そ
こ

に

付
随

す
る

諸
問

題
は
、

こ

の

概
念
を

利
用
し

続
け
る

か

ぎ
り
に

お
い

て
、

宗
教
社

会

学
全

体
に

突
き
つ

け
ら

れ

て

い

る

は

ず
の

課
題

で

あ

る
。

し

か

し

繰
り
返
し

確
か

め

て

き
た

と

お
り

、

現
在
こ

の

課
題

は
、

宗
教
の
］

般
的
考
察
と

し

て

は

世
俗

化
諸
理

論
に

特
殊
な
問
い

と

し

て

局
在
化
し
て

理

解
さ

れ

た

上
で
、

「

一

時

代
を

画
し
た

過
去
の

学
説
」

と

さ
れ

て

い

る

世

俗
化

論
ご

と

疎
ま

れ
敬
遠

さ
れ

る

に

至
っ

て

い

る
。

こ

う
し

た

敬
遠
の

構
造
が

、

「

宗
教
と

は

何
か
」

と

い

う

問
い

を

宗
教
社

会
学
か
ら

切
り

離
し

、

あ
た

か

も
こ

の

問
い

を

免
除
さ
れ

て

い

る

か

の

よ

う
に

素

朴
に

宗
教
概
念
を
用
い

る

こ

と

を
可

能
に

し

て

い

る

と

見

る

こ

と

が

で

き
る

。

　

確
か

に
、

不
用
意
な

し

か

た

で

宗
教
の
一

般

的
考

察
を

行
う
な
ら
ば

、

事
象
の

歴

史
的
・

文

化
的
特

殊
性
を

十
分
に

捉
え
る

こ

と
が

で

き
な
く
な
っ

て

し

ま

う
。

し
か

し
、

宗
教
概
念
を

採
用

す
る

か
ぎ
り

、

こ

の

概
念
の
一

般
的

考
察
を

敬
遠
し

棚
上

げ
す

る

こ

と

は
、

こ

れ

が

帯
び

て

い

る

歴

史
的
・

文
化
的

負
荷
の

「

隠

蔽
」

と

し

て
、

研
究
実

践
を

通
じ
た
政
治
的

強
制
力
の

よ

り
一

層
不

適

切
な
行

使

に

与
す
る
こ

と

と

な

る
。

こ

う
し
た

事
態
こ

そ
、

概
念
批
判

論
が

問
題
に

し
た
と
こ

ろ

で

あ
っ

た
。

次
節
以

降
に

詳
論
す
る

よ

う
に
、

考
察
を

棚
上

げ
し
て

し

ま

う
の

で

は

な
く

、

実

際
に

こ

の

概
念
を

用
い

な
が

ら

そ
の

可
能
性
と

限

界
を

吟
味
し

て
い

く
方
向

性、

す
な

わ

ち
自

省
を

伴
っ

た

使
用
、

使
用
を

通
じ

た

自
省
と
い

う
問
の

道
を

採
る

必

要
が

あ
ろ

う
。

11 （633）
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六

　
宗
教
概
念
の

社

会
学
的
批
判
に

向
け

て

　

系
譜
学
的
手
法
を

採
っ

て

概

念
の

歴

史
的
牛
成

過
程
を
辿
る

宗
教
概

念
批
判

論
は
→

般
に

、

こ

の

概
念
を

学
的
に

用
い

る
こ

と

に

対

し

て

否
定
的
な
論
調
を

持
っ

て

お

り
、

巾
に
は

T
・

フ

ィ

ッ

ツ

ジ
ェ

ラ

ル

ド

の

よ

う
に

、

は
つ

き

り
と

こ

れ

を

廃
棄
す
べ

き
だ
と

す
る

　

　

　

　（
29＞

論
者
も
い

る
。

で

は

こ

の

宗
教

概
念
批
判

論
に

照
ら

し
た
と

き
、

世
俗

化
諸
理

論
が

取
り
組
ん

で

き
た

「

宗
教
と

は

何
か
」

と
い

う

問

い

は
、

ど

の

よ

う
に

位

罹
づ

け
ら
れ

る

こ

と

に

な

る

の

だ
ろ

う
か

。

こ

の

点
に
つ

き
、

系
譜
学

的
宗
教
概
念

批
判

論
か

ら

得
ら

れ
る

洞

察
を

、

次
の

よ

う
に

相
互

に

関
連
す
る

四

つ

の

命
題
に

整
理

し
て

み

た

上
で

考
え
て

み

た
い

。

2
）

宗
教

概
念
は

超
歴

史
的
・

超

文

化

的
な

性

質
の

も
の

で

は

な

く
、

す

ぐ
れ

て

近

代
西

洋
的
な

概
念
で

あ
る
こ

と
。

（

二
）

宗
教
は

、

そ
れ

固

有
の

性
質
か

ら

規
定
さ
れ

る

自
己

完
結
し

た

事
象
と

は

言
え

な
い

こ

と
。

（

三
）

宗
教

概
念
を

使
用
す

る

こ

と
は

特
定
の

社
会
的
・

政
治

的
立

場
に

立
つ

こ

と

を

意

味
し

、

中
立
の

観
察

者
の

疏

場
に

立
つ

も
の

で

は

あ
り
え
な
い

こ

と
。

（

四
）

以
上

か
ら

、

宗
教
の

素
朴
な

本
質
主
義
的
実
体
化
が

不
適
切
で

あ

る
こ

ζ、

　

ま

ず
命
題
一

に
つ

い

て
、

例
え

ば

ア

サ

ド
が

世
俗
主

義
と

の

共

謀
を

強

調
し

て

い

る

よ

う
に

、

宗
教
概

念
が

「

西

洋
近

代
的
」

「

世

俗
主
義
的
」

等
と

表
現
さ
れ

る

特
定
の

歴

史
的
・

社
会
的
立

場
と

結
び
つ

い

た

も

の

だ
と
い

う

指
摘
の

多
く
は

、

そ
れ
自

体
と

し
て

は

的
を

射
て

い

る
。

し

か
し

、

宗
教
概
念
に

そ
う
し

た

性
格
が

見
出

さ
れ
る
と

し

て

も
、

単
純
に

そ

れ

を
そ
の

ま

ま
宗
教
概

念
だ

け
に

帰

属
さ

せ

て

理

解

す
る

こ

と

は

で

き
な
い

。

右
記
命
題
二

を

併
せ

て

考
慮
す
る

な

ら
、

そ

の

性
格
は
、

宗
教
概
念

を
そ
の

重

要
な
冖

部
と

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
（
30）

し

て

組
み

込
ん

で
い

る
、

現
代
世

界
に

支
配
的
な

概
念
布
置

i
「

宗
教
」

の

他
、

「

政
治
」

「

経

済
」

「

文
化
」

「

国
家
」

等
々

の

概
念

か

ら

成
る
、

い

わ

ゆ

る

「

グ
ロ

ー

バ

ル

な

政
治

−

経
済
的
言

説
」

の

布
置

　
　
に

照
ら
し

た

上

で

分
析
さ

れ

る

必

要
が

あ
る

。
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世俗化論 に お け る宗教概 念批 判 の 契機

　

そ

う
し

た

分

析
の

視
点
を

欠
い

た

ま
ま

宗
教

概
念
だ

け
を

問
題
に

す
る
こ

と

は
、

却
っ

て
こ

の

世
界
が

帯
び

て

い

る

「

西

洋
近

代

的
」

「

世
俗
主

義
的
」

性
格
の

根
深
さ
を

小
さ
く
見

積
も
る
こ

と

に

繋
が

る
。

し

た

が
っ

て
、

宗
教
や
世

俗
と
い

っ

た

特

定
の

概

念
を

切
り
取
り

、

そ

の

歴
史
を
遡
っ

て

論
じ
る

タ
イ

プ

の

系
譜
学
的
概

念
批

判
論
は
、

理

論
構
成
上
、

現
代
世
界
に

支
配

的
な

概
念

布
置
を

主

題
化
す
る
こ

と
が

で

き
る
、

別
の

タ

イ
プ
の

研
究
に

よ
っ

て

補
わ

れ

な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。

　

ま
た

、

現

代
世

界
に

支
配
的
な

概
念
布
置
の

「

近
代
性
」

を

問
題
に

す
る

と

き
、

今
度
は

命
題
三

に

関
わ
っ

て
、

宗
教

概
念
批
判

論

の

立

場
そ
の

も
の

が

自
省
的
に

顧

み

ら
れ

る
べ

き
こ

と

と

な

る
。

す
な
わ

ち
、

宗
教
社
会
学
や

宗
教
概
念
批

判
論
を

含
め

た

ア

カ

デ

ミ

ッ

ク

な
研
究

活
動
自
体
が

、

そ

う
し

た

概
念

布
置
が

帯
び

て

い

る
「

西

洋
近
代

的
」

「

世
俗
主

義
的
」

性
格
を
免
れ

て
い

る

わ

け
で

は

な

く、

そ
れ

ど

こ

ろ

か

そ

の

担
い

手
の

最
た

る

も

の

だ

と

い

う
こ

と

を
考
え
る

必

要
が

あ
ろ

う
。

A
・

マ

ッ

キ

ノ

ン

が
一

ワ
つ

よ

う
に
、

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
「
31へ

私
た
ち

研
究
者
に

と
っ

て

も

ま
た

「

宗
教
命
名
の

ポ

リ

テ
ィ

ク
ス

の

「

外
部
」

は

存
在
し

て

い

な
い
」

の

で

あ
る

。

し

た

が
っ

て
一

部

の

論
者
が
主

張
す
る

宗
教
概

念
の

「

廃
棄
」

は
、

そ
こ

へ

と

身
を
退

け
る
こ

と

の

で

き
る

「

外
部
」

が

存
在
し

な
い

以
上

、

実

際
に

は

宗
教
概
念
の

「

放
置
」

に

す

ぎ
ず

、

現
ド
の

支
配
的
概

念
布
置
の

歴

史
的
・

社
会
的

負
荷
を

離
れ
た

「

中
立
」

な
と

こ

ろ

に

立
つ

特
権

的
な
方

法
な
の

で

は

な
い

。

命
題
．

〜一、
一

を
真
剣
に

受
け
と

め

た
上
で

有
り
う
る

研
究
実

践
の

方
向
を

考
え
る

な

ら
、

宗
教
の

本
質
⊥

義
的
実

体
化
が

否
定
さ

れ

る

（

命
題
四
）

と
い

う
だ

け
で

な

く
、

宗
教
概
念
が

帯
び

て

い

る

歴

史
的
・

社

会
的

負
荷
を
自

覚
・

反

省
し

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
（
32」

な
が

ら
、

そ
の

歴

史
の

重

み

を

背
負

う
と
こ

ろ

か

ら

出
発
し

、

歩
を
進
め

る

ほ

か

は

な
い

と
い

う
洞
察
に

到
達
す
る

。

　

こ

の

よ

う
に

し
て
、

系
譜
学
的
概

念
批

判
論
の

諸
命
題
を

徹
底
す
る

先
に

要

請
さ

れ

る

の

は
、

宗
教
概
念
を

用
い

た

言
語
的

実
践
に

自

省
的
な

し

か

た
で

携
わ

り
つ

つ
、

現
代
世
界
に

支
配
的
な

概
念
布
置
に

照
ら

し

な

が

ら

こ

の

概
念
を
批

判
検
討
し

て

ゆ

く
、

社
会
学

的

宗
教
概
念

批
判
と

も

称
し

う
る

研

究
実
践
で

あ

る
。

約
め
て

言
え
ば

、

現
代
世

界
な
い

し
い

わ

ゆ

る

近

現

代
社
会
の

文
脈
に

お
い

て

13 〔635）
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「

宗
教
と

は

何
か
」

を

自
省
的
な

し

か

た

で

問
う
社
会

学
的
研
究
と

い

う
こ

と

に

な

る
。

　

こ

こ

に

至
っ

て
、

「

宗
教
と

は

何
か
」

を

問
う
宗
教
社

会
学
的

研
究
が
、

系
譜

学
的

宗
教
概

念
批
判

論
に

対
し

て

防
御

的
に

の

み

立

ち
回
る
べ

き
も

の

で

も
、

こ

れ
と

矛

盾
・

衝
突

す
る

も
の

で

も
な

く
、

む
し

ろ

そ
の

洞
察
を

引
き

継
ぎ
深
め

、

相
互
に

補

完
し

あ
う
べ

き

研
究
実

践
と

し
て

積
極
的
に

求
め

ら
れ

る

こ

と
が

判
明
し

て

こ

よ

う
。

学
史
的
に

は
、

宗
教
概

念
問
題
に

お

け
る

社
会
学
的
研
究
の

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
（
33）

枢

要
性
は
、

宗
教
概
念
批

判
論
の

先

駆
者
R
・

ベ

ア

！

ド
や

E
・

シ

ャ

！

プ
に

よ
っ

て

既
に

気
づ

か

れ

て

い

た
こ

と
で

も
あ
る

。

世

俗

化
諸
理
論
は
、

こ

う
し

て

要
請
さ
れ

る

社

会
学
的

宗
教
概
念
批

判
の

先
駆
と

位

置、
つ

け
ら

れ

る

も
の

で
、

現

存
す
る

研
究
蓄

積
の

中
で

も
っ

と

も
示

唆
に

も
富
ん

で

い

る
。

宗
教

概
念
批

判
論
が
宗
教

概
念
の

歴

史
性
を

衝
く

中
で

明
ら

か

に

な
っ

て

き
た
の

は
、

従
来
は

も

っ

ぱ

ら

宗
教

現
象
学
の

領
分
と

考
え
ら
れ

て

き
た

「

宗
教
と

は

何
か
」

と

い

う
問
い

が
、

近
現

代
社
会
と

い

う
歴

史
的
・

社

会
的
条

件

と

の

相
関

に

お
い

て

宗

教
を

問
う
視

線
、

つ

ま
り

世
俗
化
諸
理

論
の

視
線
に

通
じ

て

い

る

と

い

う
こ

と

な
の

で

あ
る

。

七

　
宗
教
の

問
い

の

行
方

　

さ
て
、

本

稿
の

限
ら
れ
た

紙
幅
に

あ
っ

て

は
、

世
俗
化
論
の

再
解
釈
作

業
が

持
つ

今
日

的
可
能

性
を

示
す
こ

と

で

満
足
し

な
く
て

は

な

ら
な
い

が
、

そ
う
し

た

再
解
釈
か

ら

現
れ

て

く
る

は

ず
の

研
究
の

方
向

性
に

つ

い

て
、

ご

く

簡
単
な

見
通
し

だ

け
は

与
え
て

お
き
た

い
。

　

世
俗
化
諸
理

論
が

持
っ

て
い

た

「

宗
教
と
は

何
か
」

と

い

う
問
い

が
今
n
的
な

意
義
を

有
す
る

も
の

だ

と
し
て

も
、

宗
教
概
念
批

判

論
を

経
た

後
、

先
述
の

と

お

り
、

そ
れ
を

「

定
義
」

の

問
題
と

置
く
こ

と

や
、

あ
る

い

は

本
質
主

義
的
に

理

解
さ

れ
た
「

宗
教
そ
れ

自

体
」

と

の

照

合

作
業
と

し
て

捉
え
る

こ

と
は

不
適

切
で

あ
る

。

社
会
学
的

研
究
を

通
じ

て

検
討
さ

れ

る
べ

き

宗
教
概
念
の

意
味
は

、

近

（636） 14
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「
34〕

現
代
社

会
の

概

念
布
置
の

全
体
に

お
い

て

こ

の

概
念
が
相
対

的
に

占
め

て

い

る

位
置
価
と

し

て

捉
え

ら
れ

る
べ

き
こ

と
と

な
る

。

そ

う

し

た

位
置

価
と
し

て

捉
え
る

こ

と

に

よ
っ

て

は

じ

め

て
、

宗
教

概
念
特
有
の

性

質
を

論
じ

る

こ

と
が

可
能
に

な
る

。

よ

り

具
体
的
な

論

点
を
一

例
に

挙
げ
る

な
ら
、

深
澤
英
隆
が

宗
教

概
念
に
つ

い

て

「

た

と
え
ば

芸

術
や

科
学
や

道

徳
な

ど

と
い

っ

た
、

近

代
性
に

内
属
す

る

概
念
と
は

異
な

り
、

近

代
性
一

般
と

の

強
い

緊
張
関
係
の

な
か

で
、

さ

ま
ざ
ま
な
志

向
的
負
荷
を

担
っ

た

概
念
と

し
て

生
成
し

て

き

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　
〔
35一

た
」

と

指
摘
し
て

い

る

事
態
を
、

社
会
学
的
分

析
の

か

た

ち

で

詳
ら

か
に

し

て

い

く
こ

と
が

期
待
で

き
よ

う
。

　

こ

の

よ

う
な

意
味
に

お

け
る

宗
教
概
念
の

性
質
は

、

社
会
内
に

お

け
る
⊃
口

語
的
実
践

に

お
い

て

こ

の

概
念
が

用
い

ら

れ

る

場
面
や

方

法
を

確
か
め

る

こ

と

で

研
究
さ

れ

う
る

。

よ

り
具
体
的

に．＝
口

え

ば
、

宗
教
と

名
指
さ

れ

て
い

る

現
象
や

名
指
す
こ

と

の

で

き
る

現

象
の

実

証
的
研
究
を

参
照

し
、

こ

れ
と

突
き

あ
わ

せ

な

が

ら
宗
教

概
念
の

吟
味
と

批
判
が

進
め

ら
れ

る
こ

と

に

な
る

。

こ

う
し

た

作
業
は
、

実

証
的

研
究
の

遂

行
に

つ

い

て

言
え
ば
、

現
在
の

宗
教

社

会
学
に

と

っ

て

そ

う
新
奇
な

も
の

で

は

な
い

。

転
換
が

求
め

ら

れ
る

こ

と

は
、

「

宗
教
と

は

何
か
」

と
い

う
問
い

の

引
き
受

け
方
で

あ
り

、

こ

の

問
い

に

実
証

的

研
究
を

接
続
す
る

方

法
で

あ
る

。

　

以
上
、

い

さ

さ
か

込
み

入
っ

て

見
え
る

検
討
を
進
め

て

き
た

が
、

本
稿
の

結
論
を
冖
、

言
に

ま
と

め

て

し

ま
う
な
ら

そ

れ

は
、

世
俗
化

論
に

含
ま
れ

て

い

た

「

宗
教
と

は

何
か
」

と

い

う
問
い

に

は
、

宗
教
杜
会
学
が

正
面
か

ら
こ

れ
に

取

り
組
む
べ

き
必

要
と

価
値
が

あ
る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

現
代
世

界
で

は
、

例
え
ば

政

治、

医
療
や

教

育
の

諸

場
面
に

お
い

て
、

「

宗
教
と

は

何
か
」

と

い

う
問
い

が

ま

す
ま

す

切
実
な
も
の

と

な
っ

て

い

る
。

宗
教
概
念
を

用
い

た

言
語
的

実
践
の

中
に

は
、

人

間
の

相
互

理

解
に

向
け
た

努
力
の

重
要
な
】

部
が

含
ま

れ

て
い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

宗
教
社
会

学
の

研
究
実
践
も
ま
た

、

こ

の

概
念
が

持
つ

可
能
性
と

限

界
に

条
件
づ

け
ら
れ

な

が

ら
、

そ

う
し
た

努
力
の
一

翼
を
担

う
も
の

で

あ
ろ

う
。

　

言
語
論
的
転

回
の

イ
ン

パ

ク

ト
の

浸
透
や

、

そ

れ

に

よ

る

系
譜
学
的
宗
教
概

念
批

判
論
の

興
隆
に

先
駆
け

、

世

俗
化
論
は

い

ち
は

や
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く、

そ
れ
ゆ

え
に

多

分
に

不
用
意
で

不
器
用
な
し

か

た

で

「

近

現
代
社

会
に

お

け
る

宗
教
」

の

問
題
を
取

り
上

げ
た

。

結
果

的
に

は

時

期
尚
早
で

あ
っ

た

と

言

う
べ

き

で

あ
ろ

う
か

、

こ

の

こ

と

が

世
俗

化
論

支
持
者
を

含
め
た

宗
教

社
会
学
に

、

「

宗
教
と

は

何
か
」

と

い

う
問
い

を
矮
小
化
し

敬
遠
す
る

風

潮
を

も
た
ら

す
こ

と

に

な
っ

て

し

ま
っ

た
。

し
か

し
、

宗
教
社

会
学
に
と
っ

て

「

宗
教
と

は

何
か
」

と
い

う
問
い

は
、

放

棄
す
べ

き
誤
っ

た

問
い

で

あ
る

ど

こ

ろ

か
、

で

き
る

か
ぎ
り
の

根
気
を

も
っ

て

追
究
す
べ

き

最
重

要

課
題
な
の

で

あ
る

。

（638） 16
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注
（

1）
　
宗
教
概
念
批
判
の

動
向
を
概
観
し

た

も
の

と

し
て
、

R
・

マ

ッ

カ

チ
オ
ン

「

「

宗

教
」

カ

テ
ゴ

リ

ー

を
め

ぐ
る

近

年
の

議
論
」

（
磯
前
順
一
、

R
・

カ

　
　
リ

チ
マ

ン

訳

『

現
代
思

想
」

二

八

巻
九

号
、

二

〇
〇

〇

年
）
、

磯

前
順
一

「

宗
教

概
念
お
よ
び

宗
教

学
の

成
立
を

め

ぐ
る

研
究

概
況
」

（

同）
、

深
澤

英

　
　
隆

「

「

宗
教
」

概
念
と

「

宗
教

言
説
」

の

現
在
」

（
島
薗
進
・

鶴
岡
賀
雄
編

『

〈

宗
教
〉

再
考
』

ぺ

り
か

ん

社
、

二

〇
〇

四
年）

な
ど
が

あ
る

。

（
2
）

代
表
的
な
世
俗

化
諸
理
論
の

整

理
と

し
て
、

以

ド
の

諸
論

考
を

参
照
の

こ

と
。

国

鬻
色

Uo
げ

げ

巴

器
『

ρ
．．

 
Φ
〇

三

巴
N

畧
oP

、
」
昌

O
ミ
、

§
、

的

ミ

ミー

　
　
o

篷
NO
°
N
一
〇

〇。

一゜

J
・

ス

ィ

ン

ゲ
ド
ー
、

石

井
研
十

訳

『

宗
教
の

ダ

イ
ナ
ミ

ッ

ク
ス

」

ヨ

ル

ダ

ン

社、

一

九
九．
．

年
。

97
・
冨
「

→
°・

o
げ

穹
コ
o
戸
．．

門
『
 

　

ω
Φ

〇

三

髯
冒

讐
δ
昌

勺

母
餌

臼
舮q

ヨ呷、
」
口

冒い
ミ
醤

ミ

尋
丶

ミ
帖

縛
暗

ミ
ミ
偽

¢

ミ

昼

ミ
肉
ミ

喧
ミ
ω

ρ
宀

一

〇

〇
一゜

「

世

俗
化
論
」

と

い

う
括
り

方
は

あ
い

ま
い

　
　
で

あ
り、

論
者
本
人
が

否
定
し
て

い

る

場
合
も
多
い

が
、

そ
の

詳
し

い

事
情
に

つ

い

て

は

拙
稿
「

世
俗
化

論
の

構
想

力
」

（
東
北

大
学
提
出

博
士
論
文

、

　
　
二

〇

〇

七

年）

の

序
章
に

述
べ

た
。

（
3
）
　
→

巴

巴

〉

銘
9

き
丶

ミ
ミ
凡

§

ミ
さ
免

浄
ら

ミ

ミ

兪
鐙
コ

♂

巳、
Gっ
甘

穹
ま

＆

⊆、
』
OO

。。）．

中
村
土

士
心

訳
洲
世
俗
の

形
成
』

み

す
ず
圭
旦

房、

二

〇

〇
六

年
。

　
　
売
翳
Oo

磊
翳噂

ご

ぎ

、
o

ミ
鴨

碁

ミ
、

ミ

しQ

魯
ミ
ミ

さ
職
賤

ミ゚

¢

纃’

9・
U
餌

く

三

G月

8
け

叶

磐
α

O
け

餌

匡
Φ

ω

田
「
°。

｝
匠
昌
O

（
ω

宙【
嵐
c

乙牌
Qり
冖

譽
8
乙

∈
汐

　

b」

08y

（
4

）

　
』
c

器
O
霧
鑑
口

o
＜

P
、
ミ

ミ
母

謁
ミ
馬

覧
ミ
鶲

ミ

蕁

巴
§
匙

ミ
ミ

§
丶

ミ
（

O
け
一

∩
帥

 q
ρ

qo
｛

O
巨
o
 
oqo

”
一

〇

逡
）．

津

城
寛

文
訳

『

近

代
匿
界
の

公

共
宗

　
　
教
』

玉
川

大
学
出
版

部、

一

九
九
七

年
。

．．
Qo
 
o

巳
p
二
Np

口
o
口

閃
Φ

＜

匠
富
拝．、

巨

℃
Q

§
義

庶
ミ
鴨

吻

ミ
ミ
ミ

§
戴
鳴

、

鐸

Φ

匹

p

げ
賓

Qっ
oo

辞

p
づ
α

霞
冨
o
げ−

　

匠
⇒

自

（
5

）

　
→
ヶ
O

日
ゆ
9リ

ピ
⊆
O
評

∋
帥

口

戸

『

ミ

ミ
8｝帆
詮

ミ
驚

謁
職

耐
ご
戔

（
乞
 

亳

曜
o
「

厂
］
≦
笛

O

ζ
≡
9ρ
ロ

」
Φ
 
刈
）鹽

赤
池
憲

昭、

J
・

ス

ィ

ン

ゲ

ド
i
訳
「
見
え
な
い

宗
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教
』

ヨ

ル

ダ
ン

社
、

］

九
七

六

年
。

勺
Φ
け

叟

しd
Φ

夷
Φ

さ

S
曹
的

§
＼

ミ
6
匙
ミ

§−
（
Z
Φ

薯

団
o
居

厂

〉
昌
o
け

o
ぴ

一

80
口
り
 

Σ
）°

薗
田
稔
訳

『

平

な
る
天

　
　
　

蓋
』

新
曜
社、

一

九
七
九

年
。

（

6
）

幻
。
げ
。

二

じu
。

＝

曁
．．

Ω
≦

寄
蒔

畧
ぎ

〉
ヨ

9
。

鐸．、

冒

黥
ミ
ミ
婁

8
』

」
 

 
刈゚

、
一 、
p

ぎ
ヰ

評
話
。

鬘
．．

幻
Φ

＝
σq

罫
二
＝

卸

〜−
Ho

兮
≡
℃

耳
巴

冨
滑［
〔

　
　
　
しり
o
。

更
｝・°、、

6
葡
箋
爵
ミ

ミ
匏

ミ

電
毳
恥

聖
鍵
ミ
き
刈

如
一

窰
O．

（

こ

bJ
峺
穹

ヨ
ぎ
・

鳬
ミ

喧
§

ミ

の

ミ
ミ

ミ
r
り。

ミ
δ
λ

ぎ
コ

9
コ

 
¢

コ

鵬

詈
」
O

＄
H

這
 
 ］
）

鳧
ミ
賊

喚

§
§
r

ぐ．
ミ

喧
h

ミ

惣

慝
ミ
譜

6
改
。

旦

　
　
　

O
諸

8
「

α

¢

即

一

Φ
Oc
じ。）．

中
野
毅
・

栗
原
淑
江

訳
『

宗
教
の

社
会
学」

法
政

大
学
出

版
局、

二

〇

〇

二

年
。

．
弓
け
Φ

 
¢
c

三
餌

ユ
N

巴
8
日
げ
 

ω

鉱．、

言

　
　
　

恥

黥
ミ
ミ

§
隠 ．
ミ

§
栽

象

§
、

ミ
、

轟

ミ
ご
鐸

巴
の．

9
菊

巨
F
器

毒
碧゚
。

扇
「

葦
コ

タ「
房

8
き
α

冨
艮
しd

巨
 

酢

P2

≦
貫
い

雲
く

窪
d
℃

」
疆
つ。）°

（
8
）
　
例
え
ば
、

日
ω

o

冨
口

昌
Φ
口

 
日
財
Φ

Q∩

 
o

巳

彎一
N

畧
δ
ロ

勺

彎

巴
碍
ヨ゚
．．

閏

量
⇒

匿

い
Φ
o
け
口
Φ

μ
、、

8
げ
Φ

O
霧
Φ

p
帥身

巴
巨

雪
ω
Φ
o
⊆

冨
「

冒

讐
5P
、”

冒

い
q
無

ミ

き
義
鳴

　
　
　
O

逡
」
8H

冨
く

5

臣
ヨ
p
昌

ρ

駅

Qり
Φ

。

巳

曁
N

曁
88

⇒
犀．、
冒

智
ミ
ミ

ミ

蚕

こ
譜
の

竃

§

§
昏

 

欝

昼

駄

隷、
喧
§
ω
 

」唱

ら
ON

〜

＜

穹
「

 

口

　
　
　

O
。［
α

罸［
p
、、

°。
。

。

匚

醇冖
N

匿
8
守
菷
同

塁

ヨ
酢

冨
05

霑
蕁
＆

°q

ヨ囓、．
 

ミ

ミ

§
黛

碧
丶

喧
§
刈
O°
N°
卜。
OOO

。

（
9）
　
J
・

ス

イ

ン

ゲ
ド
ー

「

西
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

昨
今
の

世
俗

化
論
争
の．

意
義
と

問

題
点
」

（
『

東
洋

学
術
研

究
』

二

十
六

巻
一
口 ．
々、

一

九
八

六
年
）

、

一

〇

　
　
　

六
頁

。

（
10冖）
　
例
え
ば
、

山

中
弘

「

世
俗
化

論
と

教
会
」
（
竹

沢
尚
一

郎
編

『

宗
教
と

モ

ダ

ニ

テ

ィ
』

世

界
思
想
社
、

二

〇
〇
六

年）

は
、

世

俗
化

論
の

近

年
の

動

　
　
　

向
と

教
会

史
学
の

関
係
を

論
じ
て

い

る
。

（

11
）

田
語
乙
しu

曁
メ
、、

目

耄
巨

島
Φ

瘋
。

昌

〉

匪
σ

ぎ
伽・

蕁

旨
。

p

＝

暑
。

身
。
冖

言．．
言
い

ミ
ミ

9
§
§
し。
刈゚

♪

一

§°
〉
＝μ
。

匡

署゚
・

け

二
葺
。・

　
　
　
α戸
お

ま
コ

」
コ

しっ

ミ

ミ
60

ミ
暗
亀

捻
ω
刈．
虧

」
80
°

岩
井
洋
「

欧

米
に

お

け
る

「

民
俗

／
民
衆
宗
教
」

概
念
の

諸
相
」

（
『

國
學
院
大

學
日
本
文

化
研
究
所

　
　
　

紀
要
』

六
八

輯、

一

九
九
一

年）
、

華
園
聰
麿
「

欧

米
に

お

け
る
．．

OoO

⊆

歹
「

「

島
αq
δ

耽．

の

研
究
動
向
」

（

岡
田
重

精
編
『

凵

本
宗

教
へ

の

視
角
』

東
方

　
　
　

出

版、

一

九

九
四

年）
。

（
12
）

田
壽
巳
ゆ

曁
3・
 

誤
巴
ヨ

9
臼

寄
＝

ゆqM8

。
h9

三
 

30
。

蠢
曙
Q。

a
。

三
」
口

謁

ミ
筏
ミ

蜀

お
゜。

し。「
、．

→

9
巨
忌
。

詳

国
¢】

哩
8
。
団

O
。
口−

　
　
　

房
Bo
。

螽
身
Q。

a
Φ

隠
 

」
コ

 

＆
ミ

○

§
豎

§
ω

謬
」
¢

¢
O

 
ミ）
ミ
蹄

謁
ミ

喧
§
（

い
。

巳
8
レ
匿
αト
Φ

ω

奠

q
勺゚

6
 

゜。

ζ．
→

冨

乞
。

ま
口

。
h

　
　
　
「

∋

9
。【
叶

寄

琶
。

戸
ご

言

『

註

黥
、

ミ
ミ
O
ミ
笥

誉
＼

蓐
§
駐

讐
毳

卜

欝
Φ

α゚

9
臣
壽
a
しu

艶
Φ

｝ ・
（

冨
鼠
の

8
戸

臣
三
昌

ζ
Φ

＝
Φ

戸

b 。

O

§°

（
13
）

Ω

蕁
。

 

∪

巴
Φ、
．、

しd
Φ

幕
≦

晨

葱
夢
。

三

bd
巴
。

轟
三
。⊇
  ．

ヨ

 

毳．
ミ

9
ミ

旨
旨

ω
刈゚

虧

」
ゆ
09

謁
鴨
、

喧
ミ
N ．
論

しロ

誌

§
こ

竃．
ミ
恥

さ
蕊
（

身
∂

旦

　
　
　
しu

再
オ

≦
Φ
＝

L
竈
吟
．．

国

霞
ε
ρ．、

ヨ

S
蒔

黥
蠶

ミ
、

ミ

§
翫
亀

篭

戞

§
ニ

ミ
ミ゚

。

P9

零
け

Φ
『

；d
。

薦
費
（
O
蠢

乙

寄
豆
ρ

国

乙
日

穹
。゚

し
8
¢
y

　
　
　

ミ
譜
ミ

ミ
挙
さ
ミ
ミ

両
陵
、

息
恥

6
改
。

a−
○

臨
。

a
ご
℃°
卜。

OOO

）一
．．

→
7
。

勺
。

牙

罸
琴
Φ

。

口
第
け一
冖

三．凶
。

蠧

憂
¢

葺

含
ヨ

7
｛

＆
Φ

∋

野
「

ε
ρ．
二
・

　
　
　

譜

ミ

寒
ミ
ミ

§

ミ
曹
切

ミ

§

鼠

ミ
、

番．

§

9
°。幽

ξ

＝

巳
簿

を
。
。

自
Φ

民

卑

箪
（

8
民
。

戸

需

2
二
Φ

畠
ρ

b 。

OOU

°
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（
14
）

　
U
 

≦
Φ゚

葡

ミ
耐
皆
ミ

ミ

bQ
識
ミ
凡

蕊

鴇

ミ
鴨

N
℃
収
瓠

も
O
」
N

亠
も。｝
、

両

霞
8
ρ、、
U°
 
○。°

（
15
）

　
即
o
げ
 

コ
o

Ω
O
ユ

穹
尸

雲

U
 

冨
「

o
＝

屯

8
匹

覇
昜
09

・

一
p
門

 
＝

ゆq
δ
コ

匹
 

゜・

＜

巴
 

ξ
ω
〜 、

ぎ

 

ミ
帖

ミ
6
も

ミ
卦

騎
笥

お
」℃
一

〇
〇
。。一

額

O
醸
磊
巴
閑

巴
駐

8
〜 ．

ヨ

　
　
→

註

紹
§
、

ミ
e
ミ
設

さ
丶

箒

§
鳥

ミ
認

偽

匙

卜

辱℃
 

自゚

げ

賓

じd
巴
δ
賓冖

象

ぎ
く

邑
ユ
¢

開
o
＝
ぴq
δ
口

o
同

O［
「
h

昜
 

O

閑
Φ

＝

賦
o
自

ぎ

H
峠

巴
団
噂 ．、

言

い

ミ
帖

ミ

ら
偽

ミー

　

腎

愛
鱗

 
O°
ω噛
bσ

OO

ω゚

（
16
）

　
園
o
σ
Φ

詳

→
〇

三
¢

押

ミ
ミ
o

匍

災
耐
ご
動

婁
（
い

8
侮
o
尸

Oo
ロ
ω

5
げ一
ρ

一

ゆ

置）’

ま
た
、

タ
ウ

ラ

ー

の

所
論
を

「

庶
民
」

と
い

う
類
型
が

持
つ

意

義
に

　
　
つ

い

て

考
察
し
た

論
考
と

し
て

、

華
園
聰
麿
「

「

庶
民

信
仰
」

概
念
の

周
辺
」

（
『

東
北
大

学
文
学
部

研
究
年
報
』

四

十
八

号、

一

九
九
八

年
）

。

（
17
∀

　
特
に

ア

メ

リ
カ

と
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

宗
教
状
況
の

対
照

性
が

よ
り

強
く
意
識
さ
れ
る

に

し
た
が
い

、

両
者
の

関

連
づ

け
が
断

念
さ
れ
て

、

そ
れ
ぞ
れ
の

　
　
地
域
に

つ

い

て

個
々

に

議
論
が
展
開
さ
れ

る

よ

う
に

な
っ

て

き
て

い

る
。

本

稿
で．＝、
口

及
し
た

論
者
で

言
え
ば

、

デ
イ

ヴ
イ

ら
が

強

調
す
る

「

ヨ

ー

ロ

ッ

　
　
パ

例

外
論
」

の

立

場
は

こ

う
し
た

傾

向
の

現
れ
と

理

解
さ
れ
る

。

O
鑑
く

『
、

国

霞
oO

ρ
、一
．．
6
け
Φ

℃
¢

邑
 

8
口
o
Φ

oh

ぎ
巽一
冖

呂
o
コ

巴

菊

氈
σQ
δ
ロ

ヨ

ζ
o
匹−

　
　
 

3
国

貫
oO

¢

  −
勺

禽

霞
bJ
霞
αq
¢

5
。

国

営
雪
Φ

9
皀
ooq

ざ
巴

7
｛

o
α
Φ

ω

2
  ．

冒

→

詳

6
諍

註
旨
帖

Q
ミ

O
§
ミ

鞋

＝
宀

60N

勹
o
ロ。

虜

臼
ピ
戸

ヨ

、
鳴

庸
丶

bq
鳴

莓
丶

　

黛
麗

織

ミ
鳴

 

ミ
＆
感
丶

謁
ミ

暗
ご
蕊噂
Φ

O
ω゜
げ

鴫

乏
oo

α

ロ
 
pO

簿
o
ピ

（
18
）

　
7

♂
岳

O
冨
〈
Φ

9
、、

Qり

 
〇

三

母【
N

註
8
霧

∪
Φ

o

爵一
昌
『q

幻
Φ

轟
δ

塁

〉
ロ

匪
o

昏
団引

』
昌

し。

ミ

§

き
§
身

お゚
ω嘲
一

〇

逡゚

∪
帥

巳
2
¢

口

霞
≦

窪
宀
Φ

ぴq9

　

謁
巴

耐
帆

§
毳
縞

O
靜
貸

ミ

ミ
」

蓐
ミ
o

δ−
（
吋

譬
，っ゜
σ

団

Qっ一
日

8
ピ
 

ρ

乞
Φ

芝

じu
蕁
昜
タ

骨
ぎ

幻
⊆

く
ぴq

角
ω

C
勺

bOOO

）°

（
19
）

　
宗
教

概
念
の

代
わ
り
に

ス

ピ
リ

チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

概

念
を

研
究
の

導
き
の

糸
と

す
る

し
か
た
も
、

や

は

り
宗
教

概
念
の

問
い

を
後
ま
わ

し
に

す
る

と
い

　

う
意

味
で

こ

れ
と

類
似
の

戦
略
と

言
え
る

。

深
澤
の

指
摘
の

よ

う
に

、

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

概
念
は

「

暗
黙
の

う
ち
に
、

こ

の

語
の

対
立
概

念
で

あ

　
　
る

宗
教
の

概
念
に

よ

っ

て

あ
ら
か

じ

め

文
脈
化
さ
れ
て

い

る
」

か
ら
で

あ
る
（
深
澤
英
隆

「

啓
蒙
と

霊
性
』

岩
波
書

店、

二

〇

〇

六
年、

二

九
頁）
。

　
　
加
え
て、

宗
教
概
念
の

場
合
と

同
様
に
、

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

概
念
に
つ

い

て

も
そ
の

歴

史
的
・

社

会
的
負

荷
を

問
う
作

業
が

必．
要
に

な
っ

て

く
る

　
　（
深
澤
同
書
お
よ

び

葛
西
賢

太
「

「

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ
テ

ィ
」

を

使
う
人
々

」

（
湯
浅
泰
雄
監
修
『

ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ
ィ

の

現
在
』

人

文
書
院

、

二

〇

　
　
〇

三

年
ご

。

い

ず
れ
に

し

て

も、

今
や
ス

ピ

リ
チ
ュ

ア

リ

テ

ィ

に

関
す
る

言

説
は、

こ

こ

で

は

十
分
に
論
じ
切
れ

な

い

拡
が

り
を

持
つ

よ

う
に

な
っ

て

　
　
き
て

い

る

〔
島
薗
進

「

ス

ピ

リ
チ

ュ

ア

リ

テ

ィ

の

興
隆
』

岩
波
書

店
、

二

〇
〇
七

年、

樫
尾

直
樹
『

ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

リ
テ

ィ

革
命
』

春
秋
社

、

二

〇
一

　
　
〇

年
な
ど〕

。

〔
20）
　
ド
ベ

ラ

ー

レ

前
掲
論
文．
の

改
訂
版
で

あ
る．
一

〇
〇、
、

年
の

著
書
で

は
、

「

教
会
へ

の

関
与
の

衰
退
」

・
「

宗
教
変
動
」

・
「

非
聖
化
」

は

そ
れ
ぞ
れ

「

個

　
　
人
的
世
俗
化
」

・
「

組
織
的
世

俗
化
」

・
「

社
会
的

世
俗
化
（
ω

O
皀
Φ

冖

巴
ω
Φ

O

巳
霞
阿

讐一
〇

ロ
）

」

と

表
現
し
な
お

さ

れ
て

い

る

（

国

母
Φ一

UO
σ

σ
¢

げ
嘆
ρ

 
笥

§−

　
　
、

ミ
蹄

ミ帖
§尋
じσ

巨
ω

ω

ユ
ρ

国
脚
卜。

OO

卜。）
。

ま
た

他
に

も、

チ

ャ

ン

ネ
ン

の

世
俗
化
論

解
釈
が

同
じ

分
解
の

手
法
を

採
っ

て

い

る

（

→
ω

c

冨
蓴
 

尸
．

円
げ
o

　

Q∩
Φ

o

巳
鋤

眠

鎚
口
o
昌

勺
9

δ
奐
oq

日、、）
。
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世 俗化論 に お け る 宗教概念批 判 の 契機

（
21
）
　
O
霧
鰹二

＝
o
＜

斜

、
N

ヘ

ミ
隠

読
鳴
丶

耐軌
ミ
嵩

ミ
、

ミ

さ
昏
ミ

耳
ご
丶

ミ

（
22
）
　

智
ヨ
霧

切
¢

o

匡
oa

 
 
oo

戸

二

霞冖
N

讐

す
H

震
伍

しっ
09

射一
Qoo
】
己
賀
ジ
∴

」
コ
「
の

馬

鳬

ミ
ミ
蹄

ミ賊
ミ

ミ

ミ
¢

ミ
凡

ミ

冒、
奚
ミ
蹴

ミ゚
oO

°。°
σ

《

い

器
遷
匡

累
ン
ゴ
7

　
　
°。

o
＝

麟
昌

匹

国
霞
 

倉
．．

→
け
Φ

勺
o

葺
ざ
。 。

ohU

亀
ぎ
5
鵬

菊

色一
巴
o
＝

冒

Gつ
¢
o
包

胃

ω
oo

δ

畠唱
。

ヨ

『

ミ

、
、

蠢
ミ
ミ
凡

a
ミ」
b
画

糊

ミ
謡
西

葡
箆

膏
賊

§雪
Φ

α
oり’
σ

団

　
　

冒
昌

コ
讐
〈
O

卑
9。
ロ
α

〉
『

δ

ζ
O
冨
口

O
二

評

（
ピ
¢

置
O

戸

じU
「

葺

ち
O
り
∀

¢
O

竃
ミ

→

書
Q

曼
飛
鳶

儀

葡

ミ
尉
ご
ミ

（
O
餌

日
σ

鼠
α

αq
ρ

O
雪

日
σ
『

置
鵬
Od

型

bQOO

ω）°

な

　
　

お、

次
の

論
文
に

は

早
く
か
ら
こ

う
し

た
ア

プ
ロ

ー

チ
の

可

能
性
が
示
唆
さ
れ
て

い

た

が
、

本
格
的
に

展
開
す
る

に

は

至

ら
な
か
っ

た

よ

う
で

あ
る
．

　
　

囚

霞
巴

Uo
σ
σ
 

訂

霞
Φ

p
コ

α

宣
コ

い
P
⊆

毛

臼
ω

  ．
∪
 

臣

巳
註
o
昌

O
団

閑

ユ

眞
δ
戸、、

ヨ
しり
o
竃

ミ

qo

ミ
》

毳
物

NO
°
吟

一

S
ω゚

（
23
｝

　
ベ

ッ

ク

フ

ォ

ー

ド
は
、

彼
の

［

社

会
構
成
主

義
的
ア

プ
ロ

ー

チ
」

を

従
来
の

宗
教
社
会

学
と

接
続
し

よ

う
と

試
み

る

段
に

な
る

と
、

「

聖
な
る

領
域

　
　

雷

ω

霧
零
α

自
o

ヨ
巴
コ）

の

存
在
に

つ

い

て

の

信
念
」

と
い

う

彼
自
身
に

よ

る

宗
教
の

規
定
を
忍
び
込
ま
せ

る
、

い

わ
ゆ

る

「

存
在

論
に

お
け
る

恣
意

　
　

的
な
境

界
設

定
（
〇

三
皀
o

笹
o

巴

『qo

護
冤

ヨ
蠱⊃

o
α
Φ

ニ
コ
ぴq

ご

と
い

う
首

尾
】

貫
し

な
い

手
順

を
取
っ

て

い

る
（
硫
o

篭
ミ

目

ぎ
◎

甦

§
織

肉

ミ
帰
賊

§’

O°

　
　
トの
一

9
。

「

存
在
論
に

お
け
る

恣

意
的
な

境
界
設
定
」

概

念
に

つ

い

て

は
、

ω
【

o
＜
o

芝
oo

碍

胃
餌

コ
OUo

『

o

暮
《

℃
聾

芝
冨
∩

け

 
O
口
冖

o
δ
ひq
ド
巴

O
韓
蔓
日
四

ロー

　
　
O
¢

は
口

賦
』
口

 
q9

ミ

 
＼

暮
、

鳴

ミ
銃

もゆ

し c°
し G°

さ
Oc
 ゜

平

英
美
訳

「

オ

ン

ト
ロ

ジ
カ

ル
・

ゲ

リ

マ

ン

ダ

リ
ン

グ
」

（
平
・

中
河

伸
俊
編
「
新
版

構
築
主

義
の

　
　

社
会

学
』

世
界
思
想

社、

二

〇

〇

六

年）
。

（
24
）
　
こ

の

区
分
に
つ

い

て
、

ド
ベ

ラ

ー

レ

と

J
・

ロ

ー

ワ

ー

ズ

は
、

両
者
は

両
立

不
可
能
な
の

で

は

な
く
実

際
に

は

組
み
合
わ

せ

て

用
い

ら
れ

て

い

る

と

　
　

指
摘

し
て

お
り
、

エ

ル

ヴ
ュ

鴇

レ

ジ
ェ

は

結

局
は

両
者
と
も
近

現
代
社

会
に

お

け
る

宗
教
の

意
味
の

多
様
性
の

深
ま
り

を
問
題
に

し
て

い

る

こ

と
に

は

　
　

か
わ

り
が

な
い

と
し
て
、

「

誤
っ

た

対
立
匙

で

あ
る

と

論
じ
て

い

る一．

Oo

薯
Φ

5
興
Φ

・゚

巳
ピ

霍
≦
 
憎

。つー
．．

O
含
コ

三
〇
コ

o
』

勾

巴
σq同
o
＝一
40P

鴇
 
−

鴛
ρ

　
　
＝

牢
く固
 

⊆−
ぴ
伽
σqq

−

謁
ミ

鷽
ご、斡

翕
轟

6
誨

ミ
毳

ミ
≦
爵
ミ
o

鳶．
OO
°

輯
IcGG

。°

（
25
）

　
じJo
「
σq
¢
「−

→

ミ

Gリ
ミ
丶

ミ
O
§
ミ

嘩
O
』
刈

刈゚

邦
訳
、

二

六

七

頁
。

た

だ
し
バ

ー

ガ

ー

は

そ
の

後、

次
の

論
文
で

は

機
能
的

定
義
へ

の

批
判
を

行
っ

　
　

て

い

る．、

℃

黛
Φ
同

bd

奠
Φq
Φ

担
．．

Qoo

日
Φ

 
Φ
oo

口

匹

日
げ
o
ロ
ゆq
げ

房

o
口

ω
信

σ
ω
け

P
口

江
く
Φ

〈
Φ

「

ω

二
ω

「
β
口
O
且
O
口
⇔冖
U
Φ

自

巳
口
O
ロ
ω

oh

男
Φ

嵩

顧q一
〇

P、．
貯
丶
O
ミ
丶
毳

ミ

誉
丶

　
　、
詳
しり
ら

詩

ミ
ミ
昏

の

ミ
軋
ヒ

9
謁
鳴、
耐焼
§

5°
 

」
 

謹’

（
26）
　
概
念
の

日
常
的
用

法
と

科
学
的

用
法
と

の

問
に
存
す
る

こ

の

よ

う
な
解
釈
学

的
循
環
関
係
を

指
摘

す
る

論
考
と

し
て、

科
学
一

般
に

関
し
て

は
、

野

　
　

家
啓
「

「

無
根

拠
か

ら
の

出

発
」

勁
草
書

房
、

】

九
九
三

年、

二

五
一

頁
以
下
、

社
会
学
の

文
脈
で

は
、

P
・

ウ

ィ

ン

チ

（
森
川

真
規
雄
訳
）

「
社
会

　
　

科
学
の

理

念
』

新
曜
礼
．

一

九
七
七

年、

五
一

頁
以

ド、

宗
教

概
念
に

関
し
て

は
、

〉
コ

〔
ギ
o
芝

ζ
o
国
ヨ

8
コ゜
．．

ω
oo
一
〇

δ
ひq
討

巴

∪
¢
鴃

三
翫
o
口
伍゜

ピ

慧−

　
　
ゆq
ロ
四

鵬
¢

〇
四

日
窪’
餌
ロ

α

9
¢
．

薗
り゚

ω

ogo

、．
oh

閑
o
嵩
⊃q
δ
P、、

冒

蓐
ミ
o
風

黛
ミ

亀

『

書
o

遂

ミ

ミ
恥

¢

ミ

号

ミ．
沁
ミ

蒔
ご
毳

＝

bOOb
の’

（

27
）
　
本
稿
で

は

主

題
的
に

は

扱
わ
な
い

が
、

R
・

ス

タ

ー

ク

ら
に

よ

る

合
理

的
選
択
理

論
に

基
づ

い

た

宗
教
概

念
の

「

演
繹
的

用
法
」

も
ま
た
こ

の

点
を

　
　

見
誤
っ

て

お
り、

そ

の

理

論
内
に

敢
え
て

宗
教

概
念
を

持
ち
こ

ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

理
出
を

欠
い

て

い

る
と

思
わ
れ
る

．

国
o

身
Φ
団

Qり

8
蒔

穹
α
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を
葺
貯

日

じ」

巴
⇒
σ

置
α

ひq
ρ

円
評
偽

隷
馬

ミ
ミ

ミー
肉
ミ

膏
ご
ミ

（
ud
Φ

同

匹
 

ざ

do

団

O
昌
8
旨
冨

掴

6Q
。

q）「

』

『

譜
も

建

ミ
肉
魅

鳶

惣，
o
謡

（
Z
 

毛

じu
凄
霧
≦
冒
厂

　
　
即

畧
αq

霽
ω

d
勹

」
ゆ
 
 

口
OO
◎

刈−
）’

（
28）
　
特
に

こ

の

点
に
関
し
て

は
、

宗
教
社
会
学
に

お

け
る

素
朴
な
実
証
主

義
の

問
題
に

触
れ

た
、

山
中

前
掲
論
文
の

B
・

ウ

ィ

ル

ソ

ン

批

判
が

有
益
で

あ

　
　
る

。

（
29）

→

巨
。
叶

身

霽
N
ぴq
。

邑
真

。

＞

9
三
Ω

⊆
Φ

。
h
、．

勾
Φ

贏
喜
〜
°・

国

9
。
°。
°・−

皀
ε

巨
O

器
ゆ竇
。

曼−
』
昌

ミ

§
ミ

ミ
ミ
園、
詳
。

遷

ミ

§
い

ミ

昼

ミ

　
　
葡
ミ

骨
き
莢

P
一

 
¢

S

（
30）
　
ζ
o

霞
口
目
o
戸
．．

Qり
oo

巨
o
αq
ぎ
巴

∪
 

諏

巨
口
o

昜、
い

穹
『q
自
p
『q
 

〇
四

日
Φ

ω

径
口

傷

昏
 

．．
両

器
¢

ロ
o
¢ ．．
○
団

即
Φ
＝

αq【
o
戸、、
O°

ミ．

（
31）
　
ζ
o

囚

言

8
戸
，．

Qoo

含
90
『q
言
巴

∪
Φ

団

巳
鼠
o
昌
ω゜
ピ
p
コ
oq
二
poq

 

O
曽

日
Φ
ω、
p
昌
匹

些
Φ

．
両
ω
ω

Φ
口
o
 

。

亀

菊
 

嵩
  籠
剛

o
戸、．

PQ
。

一．

ま
た
、

磯

前
順
一

「

宗
教
研

　
　
究
と

ポ
ス

ト
コ

ロ

ニ

ア

ル

状
況
」

（
磯
前、

T
・

ア

サ

ド
編

「

宗
教
を

語
り
な
お

す
」

み

す

ず
書
房、

二

〇
〇

六
年）

に

同
趣
旨
の

記
述
が
あ
る
。

（

32）
　
こ

こ

で

は
、

野

家
啓
一

が
プ
ラ

グ

マ

テ

ィ

ズ
ム

の

「

途
上
主
義
」

に
つ

い

て

用
い

て

い

る

表

現
を

借
り
て

い

る

（
『

増
補

　
科

学
の

解

釈
学
』

ち

く

　
　
ま
学
芸
文
庫、

二

〇

〇

七

年、

二

九
五

頁）
、

（
33
）

　
幻
o
σ
o
「
冖

ゆ

鉱

巳、

O
ミ
龕
o

疉

凄
丶

ミ

ミ
帖

§
§
ミ

ミ
偽

顛
笥
o

透

ミ
匍
ミ

膏執
§
硫

侖
9
＝
国

鞭q
ロ

ρ

ζ
〇

三
〇

口

」
O
刈
一）°

国
二
〇

Qっ

ゴ

穹
冨−
Oo

ミ
》

ミ
ミ
帖

竃

　
　
肉
ミ

蒔暁
§
〔
bQ
づ

匹

Φ

匹゚

ピ
o
⇒

住
o
口、

∪

篝
屏

乏
o
昌
戸

這
cc
 

口
 

刮］
）噌
OP

ω
O
刈
1

ω
O
卿

（

34）
　
付

記
し

て

お

け
ば
、

こ

う
し

た

宗
教
の

捉
え

方
は
、

「

概
念
」

を
「

実
在
」

や

「

現
実
世

界
」

と

対
置
さ
せ

て

理

解
し
た
上

で
、

そ

う
し
た

「

単
な

　
　
る

概
念
」

へ

と

宗
教
を

還
元
し
よ

う
と

す
る

類
の

も
の

で

は

な
い

。

本
稿
が

取
る

の

は
、

山

崎
亮
が

言

う
「

方
法
論
的
不

可
知

論
」

の

立
場
で

あ
る

　
　
（
「

オ

ウ
ム

真
理

教
事
件
と

宗
教

学
」

『

福
祉
文
化
』

四
ロ

ゲ、

二

〇
〇

五

年、

四

ニ

ー
四

三

頁）
。

よ

り
一

般
的
に

は
、

ロ

ウ
・

ナ
ラ

テ

ィ

ヴ

ィ

ス

ト
と
ハ

　
　
イ
・

ナ
ラ

テ

ィ

ヴ
ィ

ス

ト
の

対
立
に

関
わ

っ

て

く
る

点
で

あ
る

が
、

本

稿
の

議
論
は
さ
し

あ
た

り
そ
の

決
着
を

迫
ら
れ

な
い

範
囲
内
に

収
め

ら
れ
て

い

　
　
る

（

野
家
啓
一

『

物
語
の

哲
学
』

岩
波
書
店

、

二

〇

〇
五

年、

第
七
章
参
照
）

。

（
35
∀

深
澤
前
掲
書、

二

頁
。

ま
た

、

実
際
に

宗
教
概

念
の

社
会
学
的
考
察
に

進
ん

だ

以
下
の

拙
論
で

は
、

宗
教
概
念
を

近
現
代

的
概

念
布
置
に

お
け
る

残

　
　
余
範
疇
と
し

て

捉
え
る

見
方
を
示
し

て

お

い

た
。

も
っ

と

も
一

般
的
な
か
た

ち
の

素
描
と

し
て

は

ζ
霞
oo

訂

閑
団

O
ω

β

評

P
．．

朝
け

団

Qo
ケ
〇

三
傷

らっ

o
皀
o
甲

　
　
o
ぴq
賓

国

日
見
o
《

夢
Φ

Oo
⇒
ooO

け

o
団

力
 

＝
σq
ぎ
コ

嘘

因

藁
ミ

ぎ
丶

ミ

Oo
鳶
晦

ミ
捻

島

丶

蕁
鴨

き
鷺
丶
隷

ミ
ご
嵩
鳥
、

h

幽

覊
09

ミ
ご
隷

誉
ヤ

蕁
鴨

鏨
論
o

迷
鳥

丶

　

肉

災

喧
§
卸

→
05

・
ρ

ζ
鷲
o
拝

卜。
OO

 ゜

パ

ー

ソ

ン

ズ

の

シ

ス

テ

ム

論

図
式
に

お
け
る

検
証
と

し
て

は
．

「

T
・

パ

ー

ソ

ン

ズ

『

社
会
体
系
論
」

に

お

け

　
　
る

「

宗
教
」

概
念
と
そ

の．
吋

能
性
」

（
『

社
会
学
年
報
」

＝ 、
五

号
、

二

〇
〇
六

年
）

。
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The  Motif of  Criticizing the Concept  of  Religion
            in Secularization Theories

MOROOKA  Ry6suke

The  aim  of  this paper  is to reinterpret  the  so-called  secularization  theories

and  thcn  to show  the significance  of  continuous  investigation for the  ques-

tion of  
"what

 is religion?"  from the  sociological  viewpoint.  The  classical

version  of secularization  theories implies a theoretical examination  for the

concept  of religion  with  comparative  analysis  of religion  in a conventional

sense  ("church-oriented religion")  and  in a non-conventional  sense.  How-

ever,  these  theories  have  an  inadequate presupposition in which  the

concept  of  religion  is treated  as  just an  analytic  instrument each  sociologist

can  define before beginning a  research  project. In addition  to this method-

ological  issue. the worldwide  
"religious

 revival"  after  1980s had  sociologists

recognize  the 
"failure"

 of  the  secularization  thesis, and  unfortunately  led to

avoidance  of  a general theoretical approach  to religion  in the sociology  of

religion.

  Recent  genealogical  studies  of  the  concept  of  religion  criticize  academic

use  of  the concept  of  religion,  but this criticism  does not  indicate the neces-

sity  to renounce  it. Rather, the research  program  they require  is a

sociological  study  to examine  the  concept  in its positional  value  within  the

global social  order  with  a  reflective  perspective.  This sociological  critique

of  the concept  of  religion  should  make  a  unique  centribution  by  examining

not  only  social  and  historical restraints  but also  possible applications  of the

concept.
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