
〈
研

究

論

文

３
〉

比
較
思
想
の
観
点
と
し
て
の
「
神
義
論
」

マ

ッ

ク

ス

ー
ウ

ェ

ー

バ

ー

は

そ

の

宗

教

社

会

学

と

い

う

比

較

思

想

的

ア

プ

ロ

ー

チ

の

中

で

「
神

義

論

」

と

い

う

概

念

を

よ

く

使

う

。

従

来

主

題

的

に

と

り

あ

げ

ら

れ

る

こ

と

が

少

な

か

っ

た

、

こ

の

「
神

義

論

」

を

巡

る

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

議

論

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

を

本

稿

の

中

心

課

題

と

し

た

い

（
第

二

章

）
。

な

お

、

こ

の

概

念

は

ウ

ェ

ー

バ

ー

以

前

に

は

ど

う

い

う

こ

と

を

意

味

し

て

い

た

の

か

を

最

初

に

踏

ま

え

（
第

一
章

）
、

ま

た

、

こ

の

概

念

を

我

々

が

継

承

し

て

日

本

思

想

の

考

察

に

生

か

し

て

い

く

試

み

に

つ

い

て

最

後

に

言

及

し

て

み

る

（
第

三

章

）
。

一
　

序

―
―
宗
教
哲
学
と
し
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
神
義
論
」

さ
て
、
「
神
義
論
（
仏
ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｄ
ｉ
ｃ
ｅ
ｅ
「
独
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｄ
ｉ
ｚ
ｅ
ｅ
「
英
ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｄ
ｉ
ｃ
ｙ
)
」
と

い
う
言
葉
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
テ
オ
ス
（
■
■
■
■
）
」
（
神
の
意
味
）
と

横
　

田
　

理
　

博

「
デ
ィ
ケ
ー
（
■
■
■
■
）
」
（
正
義
の
意
味
）
と
を
組
み
合
わ
せ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
が
新
た
に
作
っ
た
言
葉
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ユ
ニ
ッ
ツ
の
『
神
の

善
意
・
人
間
の
自
由
・
悪
の
起
源
に
つ
い
て

の
神
義
論
の
試
み
』
と
い
う
書

は
一
七
一
〇
年

に
出
版
さ
れ

た
。
ラ
イ
プ
ユ

。
ツ
は
そ
の
造
語
に
あ
た

っ
て

そ
の
新
語
に
込

め
た
意
味
を
解
説
す
る
と
い
う
こ

と
は
し
て

い
な

い
の
だ
が

次
の
よ
う
な
こ
の
書
の
内
容

か
ら
そ
の
含
意
は
理
解
で
き

る
だ
ろ
う
。

ラ
イ
プ

エ
ッ
ツ

に
よ
れ
ば
、
神
は
完
全
な
る
知
恵

に
よ

っ
て
す
べ
て
の
可

能
的
世
界
を
考
慮
し
、
完
全

な
る
善
意
に
よ
っ
て

「
最
善

な
る
世
界
」
を
選

択
し
、

完
全
な

る
力

能

に
よ

っ
て

そ
れ

を
実
効

的
な
も

の
と

し
た

（
本
論

７
・
８
、
c
f
.
本
論
1
1
6
）
。
神
は
「
先
行
的
意
志
」
に
お
い
て
は
「
善
で
あ
る

限
り
の
あ
ら
ゆ

る
善

に
向

か
う
」
の
だ
が
、
「
帰
結

的
意
志
」

に
お

い
て
は
、

悪
を
も
容
認
し

た
「
最
善
」

に
向
か
う
。
善
だ
け

の
世
界
で

は
な
く
悪
を
含

む
世
界
が
「
最
善
」
だ
（
本
論
2
2
‐
2
5
)
、
と
い
う
の
が
こ
の
議
論
の
核
心
で



あ
る
。

「
悪

」
は
三
つ

に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
①
形
而
上
学
的
な
悪

（
非
叡
知
的
な

事
物
の
不
完
全
性
、
畸
形
な
ど
）
、
②
物
理
的
な
悪

（
苦
痛
）
、
③
道
徳
的
な

悪

（
罪
科
）
、

の
三
つ
で
あ
る

（
本
論
2
1、
神
の
大
義
2
9‐
3
9）
。
こ

こ
で
「
悪

（
仏
m
a
l
’
羅
m
a
l
u
m
）
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
い
わ
ば
不
完
全
性
一
般
で

あ
り
、
我

々
日
本
人
の
日
常
的
な
「
悪

」
理
解

（
③
）
よ
り
も
も

っ
と
広
い

意
味
で
使
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
悪

は
確
か

に
目
立
つ

の
だ
が
、
量
に
お

い
て
考
え
れ
ば
、
人
は
病
気
で
あ
る
よ
り
も
健
康
で
あ
る
こ
と
の
方
が
多
く
、

悪

を
犯
す
よ
り

は
善
を
お
こ
な

っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
多

い
と
い
う
こ
と
が

忘
れ
ら
れ
が
ち
だ
と
ラ
イ
プ
ユ

。
ツ
は
指
摘
す
る

（
本
論
2
2
0
・
2
5
1
・
2
6
3
）
。

「
神
は
諸
事
物
の
無
数
の
可

能
的
な
系
列
の
中
か
ら
最
善
の
も
の
を
選
ん
だ

の
で
あ
り

、
そ
れ
ゆ
え

そ
の
最

善
の
系
列

は
現
実

に
存
在

し
て

い
る
こ

の

【
世

界
の
】
系

列
な
の

だ
」
（
神
の
大
義
4
1）
、
「
全
能
者

に
と
っ
て

の
無
限
の

知
が
そ
の
絶
大
な
る
善
意
と
結
び
付
く
と
。
ど
う

考
え
て
も
神
が
作

っ
た
も

の
以

上
に
善
な
る
も
の
は
あ
り
得
な
い
と

い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ

ゆ
え
、
す
べ
て

は
完
全
に
調
和
し
、
最
も
美
し
く
互

い
に
共
鳴
し
合
う
よ
う

に
な
る
」
（
神
の
大
義
4
6）
。
し
た
が

っ
て
、
「
神
の
作
品

の
中

に
非

難
す
べ
き

だ
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
、

わ
れ
わ
れ
が
そ
れ

に

つ
い
て
十
分
に
知

っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
判
断
す

べ
き
で
あ
る
」
（
神
の
大
義

4
7）
、
つ
ま
り
、
我
々
の
疑
念

は
一
局

面
し

か
見

え
て

い
な
い
ゆ
え

で
あ

っ

て
、
「
全
体
」
は
「
最
善
」
な
の
だ
、
と
説
明
さ
れ
る
（
c
f
.
 
緒
論
3
4
、
本
論

９
）
。
「
最

善
」
に
お
い
て
悪

を
容
認
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
善
を
高

め
る
と

い

う

事

態

は
、

た
と

え

ば

、
「
不

協

和

音

が

然

る

べ

き

と

き

に

用

い

ら

れ

る
と

「

Ｉ

モ

ニ

ー

を

一

層

美

し

い
も

の

に

す

る
」
（
第
一

附
論
、
第
五

異
論

へ
の
解

答
）

こ
と

や

「
光

が

影

に

よ

っ
て
引

き

立

つ
」
（
第

二
附
論
1
1）

こ

と

に

た
と

え

ら

れ

て

い

る
。
「
全

体

は
最

善

だ

」

と

い

う

と

き

の

「
全

体

」

は

。

た

ん

に
我

々
人

間

の
全

体

だ

け

で

は

な

く

、

ま

た

こ

の

地
球

の

全

体

だ
け

で

も

な

く

、

宇

宙

全

体
と

考

え

ら

れ

て

い

る

（
ラ

イ

プ

エ

″
ツ

は
地

球

以

外

の

宇
宙

の

ど

こ

か

に
人

間

以

外

の

理

性

的

存

在

者

が

い

る

か
も

し

れ

な

い

と

い

う

よ

う

な

こ
と

も

考
え

て

い
る

）
。

こ

の

よ

う

な
議

論

が

ラ

イ

プ

ユ

ッ

ツ

の

「
神
義

論
」

だ

と

考

え

る

こ
と

が

で

き

る
。

そ

の
後

、

一
七

九

一
年

に

カ

ン

ト

が

『
神

義

論

に

お

け

る
あ

ら

ゆ

る
哲

学

的

試

み

の

失

敗

に

つ

い
て

』

と

い

う

論
文

を

発

表

し

、

ラ
イ

プ

ユ

″

ツ

流

の

「
空

論

的

（
ｄ
ｏ
ｋ
ｔｒ
ｉｎ
ａ
ｌ
）

神

義

論
」

を

拒

否

し

、

ヨ

ブ

を

模

範

と

す

る

道

徳

的

な

生

き

方

自

体

を

「
真
正

の

（
ａ
ｕ
ｔ
ｈ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉｓ
ｃ
ｈ
）

神

義

論

」

と

し

て

提
唱

す

る
。

ラ

イ
プ

ユ

″
ツ

ー
カ

ソ

ト

を

通
じ

て
考

え

ら

れ

た

の

は
宗

教

哲

学
と

し

て

の

「
神

義

論

」

と

い

う

テ

ー

マ
で

あ

っ
た
。

こ

れ

ら

と

は

か

な
り

趣
き

の

異

な

る

「
神

義

論

」

の

姿

を

次

に
見

て

い
く

。

二
　

比

較

思

想

の

観

点

と

し

て

の

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

「
神

義

論

」

1
「
神
義
論
」
へ
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
及

ウ

ェ

ー

バ

ー
も

ま

た

「
神

義

論

」

に

は

っ
き

り
と

し

た
定

義

ら

し

い

も

の

は
与

え
て

い

な

い
。

そ
れ

に

も

か

か

わ
ら

ず

彼

の
宗

教
社

会

学

、

と
り

わ
け



『
古

代

ユ
ダ

ヤ
教

』

に

は

「
神

義

論

」

と

い

う

語

は

頻

出

す

る

。

し

か
も

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ
流

の

「
神

義

論
」

と

は

ニ

ュ

ア

ン

ス

を
異

に

し

て

い

る

。

ま

ず

は

「
神

義

論

」

に

つ

い
て

の

ウ

ェ

ー
バ

ー

の
叙

述

の

ひ

と

つ

を

追

っ
て

み

よ

う
。従

来

「
『
経

済

と

社

会

』
第

二

部

」

に
収

め

ら

れ

て

き

た

一

九

一

一

～

一

三

年

頃

の

草
稿

と

い

わ

れ

る
も

の

の
中

に

「
宗

教

社

会

学

」

の

部

が

あ

り

、

そ

の

中

に

「
神

義

論
」

に

つ

い

て

の

ま
と

ま

っ

た

叙

述

が

あ

る

。

次

の

よ

う

な

内

容

で

あ

る
。

「
倫

理

的

な

神

」

と

い

う

特

性

と

「
全

知

全

能

の

神
」
・
「
唯

一

神

教

、

（
Ｍ
ｏ
ｎ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉｓ
m
ｕ
ｓ
）
」

と

い

う
特

性

と

は
必

ず

し

も

結

び

つ

か

な

い
の

だ

が

後

者

が

前

面

に
現

れ

、
「
普

遍

的

に

し

て

現

世

超

越

的

な

統

一

神

」

と

い

う

方

向

へ
と

進

む

に

つ

れ

て

。
「
そ

う

い

う

神

の

途

方

も

な

い

力

の

高

揚

は

。

彼

が

創

造

し
支

配

す

る

こ

の

世
界

の
不

完

全
性

と

い

う

事

実

と

、

い

か

に

し

て

両

立
し

う

る

の

か

」

と

い

う

問

題

、
す

な

わ

ち

「
神

義

論

」

の

問

題

が

立

ち
現
れ
て
く
る
、
と
言
わ
れ
（
W
G
3
1
5
,
 
武
藤
ほ
か
訳
1
7
8
頁
）
。
次
の
よ
う
に

続

く

。
「
こ

う

し

て

発

生

し

て

く

る

神

義

論

の

問

題

は

、

古

代

エ

ジ
プ

ト
の

文

学

に

も

・

ヨ
ブ

記

に
も

・

ア
イ

ス

キ

ュ

ロ

ス
に

も

、

も

ち

ろ

ん

そ

れ

ぞ

れ

特

有

の

表

現

形

式

を

と

っ
て

で

は

あ

る

が

、

生

き

て

い

た

（
ｌｅ
ｂｅ
ｎ
ｄ
ｉｇ
）
０

す

べ

て

の

イ

ン

ド

の

宗

教

型

（
Ｒ
ｅ
ｌｉｇ
ｉｏ
ｓ
ｉｔａ
ｔ
）

は
。

そ

こ

で

与

え

ら

れ

た

諸

前

提

に

よ

っ
て

限

定

さ

れ

た
形

で

、

や

は

り

こ

の

問

題

に
影

響

さ

れ

て

い

る
。

有

意

味

で

非

人

格

的

で

超

神

的

な

世

界

秩

序

も

ま

た
、

そ

の

不

完
全
性
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
こ
の
問
題
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
、

宗
教
展
開
や
救
済
欲
求
な
ど
の
規
定
理
由

の
う
ち

に
な
ん
ら
か
の
形
で
含

ま
れ
て
い
る
。
近
年
に
お
い
て
も
、
或

る
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
神
の
理
念

を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
数
千
人
の
ド
イ
ツ
人
勤
労
者
に
動
機
づ

け
て
い
た
の
は
、
自
然
科
学
的
な
論
拠
で

は
な
く
て
、
社
会
秩
序
に
お
け

る
不
公
正

や
不
完
全
性
と
神
の
摂
理
と

は
両
立
し
え
な

い
と
い
う
こ
と
で

あ

っ
た
。
」
（
Ｗ
Ｇ
３
１
５「

武
藤
ほ
か
訳
1
7
8
頁
」

ウ

ェ
ー
バ

ー
の
こ
こ
で
の
叙
述
に
は
、
様

々
な
宗
教
の
事
例
が
挿
入
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
ベ

ー
ス
に
な

っ
て

い
る
の
は
、
古
代

ユ
ダ

ヤ
教
の
預
言
者

の
立
場

（
現
在
の
苦
境
は
祖
先
の
罪

の
結
果
で
あ
り
、
神
の
掟
に
従

っ
て

い

れ
ば
自
分
た
ち
か
も
し
く
は
子
孫
た
ち
が
此
岸
で
の
幸
福
を
神
か
ら
与
え
ら

れ
る
、
と
い
う
考
え
方
）
か
ら
。
彼
岸

（
天
国
）
の
観
念
の
登
場
を
経
て
、

予

定
説
（
神
の
決
定
は
変
わ
り
え

な
い
が
。
そ
の
意
志
を
人
間
が
理
解
す
る

こ
と
は
不
可
能
だ
と

い
う
考
え
方
）
　へ
と
至

る
プ

ロ
セ
ス
で
あ
る
。

こ
の
ユ
ダ
ヤ
-
キ
リ
ス
ト
教
を
ベ
ー
ス
に
し
て
考
え
ら
れ
た
諸
類
型
の
あ

と
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
世
界
の
不
完
全
性
と
い
う
問
題
に
関
し
て
体
系
的

に
熟
慮
さ
れ

た
解
決

は
、
予
定
説
以

外
で

は
、
た
だ
二
種
類

の
宗
教
的
観
念

だ
け
が
あ
る
」
（
W
G
3
1
8
,
武
藤
ほ
か
訳
1
8
5
頁
）
と
し
て
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

や

マ
ニ
教
の
善
悪

二
元

論
と
、
イ
ン
ド
の

「
業

（
Ｋ
ａ
ｒｍ
ａ
ｎ
）
」

の
教
説
と

を
挙
げ
る
。
前
者

な
ら
悪
や
不
完
全
性
は
善
神
と

は
別

に
存
在
す
る
悪
神
に

帰
責
さ
れ
る
し
、
後
者
な
ら
現
在
の
苦
難
は
前
世
で

の
罪

に
帰
責
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。



さ
て
、
「
神
義
論
」
に
つ
い
て

の
以

上
の

よ
う
な
叙
述

は
比

較
的
よ

く
知

ら
れ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
れ

と
比
べ

る
と
、
「
世
界
宗
教

の
経
済
倫

理
」

所

収
の

『
儒
教
と
道
教
』
・
『
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
と
仏
教
』
・
『
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
』
の

中
に

い
わ
ぱ
散
り
ば
め
ら
れ
た
「
神
義
論
」
の
諸
形
態
に
つ
い
て
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
。
①
中
国
の
儒
教
の
中
で
「
天
命
」
の
「
神
義
論
」

が
運

命
論
的
な
色
彩
を
伴
っ
た
こ
と
。
②

ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
に
お
い
て
カ
ー
ス
ト
秩

序
と
結
合
す
る
形
で
「
神
義
論
」
が
成
立
し
「
伝
統
主
義
」
の
温

床
と
な
っ

て
い
く

展
開
。
③
古
代

ユ
ダ

ヤ
教

に
お

い
て
レ
ビ
人
祭
司

や
預

言

者

た
ち

（

エ
レ
ミ

ヤ
や

エ
ゼ
キ

エ
ル
や

第
ニ

イ

ザ
ヤ
）
が

そ
れ

ぞ
れ

に
個
性

的

な

「
神

義
論
」

を
構
築
し
て

い
っ
た
プ

ロ
セ
ス
、
こ
れ

ら
の
具
体

的
な
叙
述

に

こ

そ
ウ
ェ
ー
バ

ー
の
着
眼

の
真
骨
頂

は
あ
る
と
私

は
考
え
て

い
る
の
だ
が
、

こ

こ
で

は
紙
幅

の
制
約

に
よ
り
説
明

は
割
愛
す

る
。
そ
れ
ら
を
踏

ま
え

た
上

で

、
こ
こ
で

は
ウ
ェ
ー
バ

ー
の

「
神

義
論
」
概
念
に
つ
い
て
総
括

を
試
み

る
。

2
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
神
義
論
」
、
総
括

ウ
ェ
ー
バ
ー
本
人

は
定
義
づ
け

を
し

て
い
な
い
こ
の
「
神
義
論
」
概

念
に
、

そ

の
諸
形
態

に
つ
い
て
の
叙
述
を
も
と

に
し
て

定
義
づ
け

を
試
み
て

お
く
な

ら
次
の
よ
う

に
な

る
。

何
ら

か
の
宗
教
的
世
界
像
が
与
え
ら
れ

て
い
る
状
況
下
で
、
現
世
を
支
配

す
る
超
越
的
な
る
も
の
の
属
性
と
、
現
実

に
お
け

る
苦
難
の
配
分
と

の
矛

盾
が
意
識
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
矛
盾
を
解
消
し

う
る
よ
う
な
合
理
的

な
論

理
（
解
釈
）

を
、
そ
の
世
界

像
の
核
心

は
維
持
し
た
ま
ま
、
思
惟

に
よ

っ

て
導
出

し
よ

う
と
す

る
試
み

。

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

「

比

較

宗

教

社

会

学

」

の

ひ

と

つ

の

収

斂

点

は

、
「
現

世

拒

否

」

で

あ

り

な

が

ら

「

世

俗

内

的

禁

欲

」

を

も

っ

て

活

動

す

る

と

い

う

（
近

代

資

本

主

義

の

精

神

を

用

意

し

た

）

カ

ル

ヴ

ィ

ニ

ズ

ム

の

エ

ー

ト

ス

だ

っ

た

。

そ

し

て

一

方

で

は

そ

の

由

来

を

縦

断

的

に

古

代

イ

ス

ラ

エ

ル

の

宗

教

に

ま

で

探

り

、

他

方

で

は

「
現

世

肯

定

」

の

儒

教

や

「
現

世

拒

否

」

だ

が

「

世

俗

逃

避

的

瞑

想

」

の

原

始

仏

教

な

ど

と

横

断

的

に

比

較

す

る

こ

と

で

そ

れ

ぞ

れ

の

特

質

を

見

極

め

て

い

く

。

そ

れ

ら

の

ポ

イ

ン

ト

そ

れ

ぞ

れ

に

お

い

て

ウ

ェ

ー

バ

ー

は

輿

神

義

論

」

は

ど

う

な

っ

て

い

る

の

か

”

と

い

う

問

い

を

投

げ

か

け

た

の

で

あ

る

。

「

神

義

論

」

は

ウ

ェ

ー

バ

ー

に

と

っ

て

何

故

重

要

だ

っ

た

の

か

。

そ
れ
は
、
―
―
世
界
や
人
生
の
意
味
如
何
と
い
う
学
問
以
前
の
ウ
ェ
ー
バ

ー
個
人
の
実
存
的
問
い
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
―
―
も
っ
と
学
問
内

在

的

理

由

に

基

づ

い

て

い

た

。

第

一

に

、

人

間

は

「
意

味

」

を

求

め

る

（
「

知

性

主

義

（
Ｉｎ
ｔｅ
ｌ
ｌｅ
ｋ
ｔｕ
ａ
ｌｉｓ
m
ｕ
ｓ
）
」
）
、

と

り

わ

け

苦

難

の

意

味

を

求

め

る

、

そ

れ

ゆ

え

「
意

味

」

な

き

こ

と

（
Ｓ
ｉｎ
ｎ
ｌｏ
ｓ
ｉｇ
ｋ
ｅ
ｉｔ
）

に

苦

し

む

、

と

い

う

人

間

観

が

ウ

ェ

し
（

Ｉ

に

あ

っ

た

。

こ

れ

は

（
こ

の

点

だ

け

に

限

っ

て

い

え

ば

）
　
ニ

ー

チ

ェ

と

共

通

す

る

人

間

観

で

あ

っ

た

。
「

神

義

論

」

は

ま

さ

に

こ

の

意

味

追

究

の

場

に

ほ

か

な

ら

な

か

っ

た

。

ま

た

、
「

意

味

」

と

い

う

も

の

は

、

行

為

者

が

主

観

に

お

い

て

抱

く

「

意

味

」
（

動

機

）

を

探

索

す

る

「

理

解

社

会

学

」

と

い

う

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

方

法

の

上

か

ら

も

焦

点

と

な

ら

ざ

る

を

え

な

い

契

機

で

あ

る

。

第

二

に

、

社

会

の

中

か

ら

い

か

に

し

て

宗

教

が

生

成

・

展

開

し

、

ひ

る

が

え

っ

て

宗

教

が

社

会

に

い

か

に

影

響

を

及

ぼ

し

て



い
く
の
か
と
い
う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
宗
教
社
会
学
」

と
い
う
学
問

の
問
題
設

定

か
ら
の
内
在
的
要
請
が
「
神
義
論
」
を
映
し
出

し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が

知

ろ
う
と
し
た
の
は
宗
教
の
高
邁
で
精
緻
な
理
論
で
は
な
く
、
現
実
の
人
々
が

い
か
な

る
人
生
観

を
も
ち
そ
れ

に
伴

っ
て

い
か
な
る
行
為

を
現

に
為
し
て

い

る

の
か
と

い
う
点
に
影

響
を
及
ぼ
し

い
て

い
る

か
ぎ

り
で
の

宗
教

の
実

態

だ

っ
た
。

自
己

の
置

か
れ

た
境
遇

を
意
味

づ
け

説
明
し
て

く
れ
て

、
か
つ
そ

こ

か
ら

の
救
済

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
示
し
て

く
れ
て

、
な
お
か
つ
そ
の
救
済
の

た

め
の
方
法

・
生
き
方

を
教
示
し
て
く

れ
る
と
い
う
宗
教
の
機
能
に
よ
り
す

が

っ
て

か
つ
て

人
々
は
自
分

の
生
き
方

を
定
め
た
と
い
う
事
情
、
こ
れ
が
信

者

の
行
為

パ

タ
ー
ン
確
定
の
核

だ
っ
た
。
そ
の
観
点
か
ら
言
え

ば
、
宗
教
倫

理

の
内

容
い
か
ん
よ
り
も

、
そ
れ

を
遂
行

す
る
動

機
の
強
烈
さ
、
そ
の
強
烈

さ

を
呼

び
起
こ
す
救
済

論
の
あ
り
方

の
方

に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
関
心
は
あ
っ
た

の
で

あ
る
。

3
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
神
義
論
」
と
の
違
い

と
こ
ろ
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
想
定
し
て
い
る
「
神
義
論
」
概
念
が
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
「
神
義
論
」
概
念
と
は
だ
い
ぶ
ず
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら

か
で
あ

る
。
そ

の
ズ

レ
の
所
在
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

①
宗

教
哲
学

か
ら
比
較
思
想
へ

ま
ず

、
彼
ら

が
「
神
義
論
」
を
考
察
す
る
際

の
前
提
が
全
く
異
な

っ
て
い

る
。

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
信
仰
と
理
性
と

の
亀
裂
が
あ

る
べ
き
で

は
な

い
と
い

う
立
場

か
ら

神
の
善
意
も
全
知
全
能
も
疑

い
え

な
い
特
性
だ
と
考
え
、
神
が

選

ん
だ
「
最

善
」

の
世
界
の
成
り
立
ち
を
説

く
こ
と
で

信
仰
と
理
性
と
の
架

橋

を

果

た

そ

う

と

し

た

。

彼

は
あ

る

べ
き

「
神

義

論

」

を
提

示

し

た
形

而

上

学

者

だ

っ
た

。

一
方

の

ウ

ェ
ー

バ

ー

は

、

あ

る
べ

き

「
神

義

論

」

を

つ

く
り

だ

し

た
り

、

過

去

の

東

西

宗

教

の

中

に

探

し
求

め

た
わ

け

で

も

な

い
。

彼

は
形

而

上

学

者

で

は

な

く

歴

史

学

者

・
社

会

科
学

者

だ

っ
た

。
彼

の

言

葉

を
使

う

な

ら

、

彼

は

「
規

範

（
ｄ
ｏ
ｇ
ｍ
ａ
ｔ
ｉｓ
ｃ
ｈ
）

科

学

」

で

は

な

く

「
経

験

（
ｅ
ｍ
ｐ
ｉｒ
ｉｓ
ｃ
ｈ
）

科

学

」

に
身

を

置

い

て

い

た

。

②

キ

リ

ス
ト

教
以

外

へ

の

視

野

の
拡

大

そ

し

て

ラ

イ

プ

ニ
ッ

ツ

が

あ

く

ま

で
も

キ

リ

ス

ト
教

世
界

の
弁

明

を

「
神

義

論

」

と

し

て

構

築

し

て

い

る

の

に
対

し

て

。

ウ

ェ
ー

バ

ー

は
様

々

な
諸

宗

教

に

「
神

義

論

」

を

見
出

し

比

較
思

想
的

成

果

を

挙

げ

た

の

で
あ

る

。
と

く

に

両

者

の

対

比

を

物

語

る

と

思

わ
れ

る

の

は
、

ラ
イ

プ

ニ

ッ
ツ
が

キ

リ

ス

ト

教

を

脅

か
す

教

説

だ

と

考

え

て

論
駁

・
排

斥

し
よ

う

と

し

て

い

た

マ

ニ
教

の

善

悪

二

元

論

を

ウ

ェ
ー

バ

ー

は

「
神

義

論
」

の
解

決

の

一
形

態

と

し

て
挙

げ

て

し

ま

っ
て

い
る

、

と

い

う

こ

と

だ

ろ

う

。

イ

ン

ド
や

中

国

に
お
け

る

「
神

義

論

」

と

い

う

考

え

方

か

ら

わ

か

る

よ

う

に
、

も

は

や

キ

リ

ス

ト

教

的

「
神

」

の
な

い
文

化

圏

で

も

、

世

界

の
不

完

全

性

を

説

明
す

る

世

界

観

・
人

生

観

を

「
神

義

論

」

と

見

て

い
る

の

で

あ

る

。

③

苦

難

の
存

在

よ

り

苦

難

の

所

在

だ

が

、

そ

の

「
神
義

論

」

概

念

は

意

味

さ

れ

て

い

る

内

容

に
も

違

い

が

あ

っ
た
。

ラ
イ

プ

ニ

ッ

ツ

は
人

間

が

負

っ
て

い
る

罪
悪

や

苦

難

と

い
う

不

完

全
性

一

般

の
説

明

原

理

を

提

示

し

た

。

一
方

、

ウ

ェ
ー

バ

ー

の

「
神

義

論

」



は

そ

う

い

う

「

不

完

全

性

一

般

」

で

は

な

く

、

あ

る

人

が

苦

難

を

負

い

他

の

人

は

負

っ

て

い

な

い

と

い

う

そ

の

苦

難

の

配

分

の

理

由

を

求

め

る

問

い

だ

っ

た

。

苦

難

の

存

在

で

は

な

く

所

在

が

問

題

だ

っ

た

。

ラ

イ

プ

ニ

ッ

ツ

の

い

う

「

神

義

論

」

と

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

使

う

「

神

義

論

」

と

の

間

に

は

以

上

の

よ

う

な

ズ

レ

が

横

だ

わ

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

三
　

結

―
―
日
本
の
諸
思
想
に
お
け
る
「
神
義
論
」

さ

て

、

以

上

、

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

「

神

義

論

」

概

念

に

つ

い

て

検

討

し

て

き

た

。

こ

の

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

概

念

を

継

承

し

て

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

見

て

い

な

か

っ

た

と

こ

ろ

に

ま

で

そ

れ

を

照

射

し

て

み

た

い

と

私

は

思

っ

て

い

る

。

そ

こ

で

日

本

の

諸

思

想

に

お

け

る

「

神

義

論

」

と

い

う

問

題

を

考

え

て

み

た

い

。

こ

こ

で

詳

論

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

が

、

い

く

つ

か

の

諸

形

態

を

挙

げ

て

み

よ

ま

ず

、

神

道

の

世

界

観

に

お

け

る

「

神

義

論

」

を

考

え

て

み

る

。

『

聖

書

』

が

「

初

め

に

、

神

は

天

地

を

創

造

さ

れ

た

」

に

始

ま

る

の

に

対

し

て

、

『

古

事

記

』

本

文

は

「

天

地

初

め

て

発

け

し

時

、

高

天

原

に

成

れ

る

神

の

名

は

」

に

始

ま

る

（

傍

点

引

用

者

）
、

と

い

う

と

こ

ろ

に

端

的

に

表

れ

て

い

る
よ
う
に
、
"
神
が
（
人
間
を
含
め
て
）
世
界
を
創
造
す
る
”
と
い
う
枠
組

が

『

古

事

記

』

神

話

の

世

界

に

は

な

い

。

し

た

が

っ

て

、

善

で

慈

悲

深

い

は

ず

の

神

が

創

造

し

た

こ

の

世

界

に

悪

や

苦

難

が

存

在

す

る

の

は

納

得

し

か

ね

る
、
と
い
う
ユ
ダ
ヤ

ー
キ
リ
ス
ト
教

の
神
へ
の
「
神
義
論
」

の
訴
え

は
日
本

の
神
道
的
世

界
観
に
お
い
て

は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で

は
成
立
し
な
い
。

と
は

い
え
、
悪

や
苦
難
の
存
在
理
由
を
求
め
る
問
い
か
け

が
な
か

っ
た
わ
け
で

は

な
い
。

本
居
宣
長
の

『
直
毘
霊
』

（
一
八
世
紀
後
半
）
で

は
、
「
凡
て

神

は
、
佛
な

ど
い
ふ
な
る
物
の
趣
と
は
異
に
し
て

、
善
神
の
み
に
は
あ
ら
ず
、
悪
き

も
有

て
、
心
も
所
行
も
、
然
あ
る
物
な
れ
ば
、
悪
き
わ
ざ
す
る
人
も
福
え

、
善
事

す
る
人
も
、
禍
る
こ
と
あ
る
、
よ

の
つ
ね
な
り
」
と
い
わ
れ
て

い
る
。
つ
ま

り
、
人
間
の
世
界
は
こ
と
ご
と
く
神
意

に
貫
通
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の

神
に
は
善
神
も
悪

神
も
い
る
の
で

あ
っ
て
、
善
人
が
幸
福
を
得
て
悪
人

が
禍

い
を
被
る
の
は
善
神
の
し
わ
ざ
だ
が
、
逆
に
、
善
人
が
禍
い
を
被
り
悪
人
が

幸
福
を
得
る
の
は
悪

神
の
し
わ
ざ

だ
、
と

い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
論
理

は
、

ウ

ェ
ー
バ
ー
が
ゾ

ロ
ア
ス

タ
ー
教
な
ど

に
見
た
善
悪

二
元
論
に
あ
た
る
。

同
じ
く
神
道
の
中
で
も
、
平
田
篤
胤

の
場
合
は
宣
長
と
は
違
い
、
善
人
が

被
る
苦
難
は
、
幽
冥
大
神
で
あ
る
大
国
主
神
が
試
練
を
課
し
て
心
底
を
試
し

て

い
る
と
解
釈
さ
れ

る
（
『
嚮
鯲
跼
枇
』、
一
九
世
紀
初
頭
）。

次
に
仏
教

に
つ

い
て
考
え
て
み

る
。

仏
教
で
は
、
輪
廻
転
生
の
も
と
で

、
現
世
で
の
幸
・
不
幸
は
、
以

前
の
善

行
・
悪
行

の
結
果

だ
と
説
明

さ
れ
、
現
世
で
の
善
行

・
悪
行

は
、
以

後
の

（
現
世
で
あ

っ
た
り
、
来
世
で
あ

っ
た
り

、
そ
れ
以

降
で
あ
っ
た
り
も
す

る
）

幸
・
不
幸
と
し
て
報

い
を
受
け
る
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
因

果
応
報
の
原
理



が
具
体
的

に
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
た
姿

は
た
と
え

ば

『
日
本
霊
異
記
』
（
八
世
紀
初

頭
）
に
う

か
が
え
る
。

『
日
本
霊
異
記
』
は
、
読
者
が
善
因
善
果

・
悪
因
悪
果

の
因
果

応
報
の
原
理

を
わ
き
ま
え
、
悪

行
を
慎
み
善
行

に
励
む

こ
と
を
意
図
し
て
編

纂
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

い
か
な
る
善

行
を
し
た
者
が
い
か
な
る
幸
福
を

か
ち
え

た
の
か
、

い
か
な
る
悪
行

を
し

た
者
が
い
か
な
る
不

幸
を
招
い
た
の

か
、
と

い
う
因
果
の
具
体
例
が
挙

げ
ら

れ
て
い
る
。
説
話
の
中
身

に
つ
い
て

は
割
愛
す

る
が
、
総
体
と
し
て
見
れ
ば

、
前
世
で

の
原
因

が
現
世
で

結
果
と

し
て
現
れ
て
く
る
と
い
う
形
の
話
よ
り
も

、
同

じ
現
世

の
た
だ
な
か
で
原
因

が
結
果
を
ひ
き
お
こ
す
と

い
う
形

の
話

の
方
が

多
い
。
こ

れ
は
、
こ
の

『
日

本
霊
異
記
』
が
「
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
」
と

名
づ
け
ら
れ
て

い
る
こ

と

と
関

わ

っ
て

い
る
の
だ
ろ

う
。
そ
の

際
、
現
代
人

の
い

わ
ゆ
る

倫
理

的

善

行
・
悪

行
よ
り
も
、
仏
教
に
帰
依
す
る

か
冒
涜
す

る
か
と

い
う
論

点
が

「
善

因
」
・
「
悪
因
」
の
主
要

な
内
容
で

あ
る
こ

と
も

わ
か
る
。
我

々
は
、
ウ
ェ
ー

バ

ー
が

「
合
理
的
」
な
教
説
と
見

た
カ
ル
マ
説

の
姿
（
前
世
で

の
倫
理
的
善

行

・
悪

行

は
、
現
世

で
の
幸

福
・
不

幸
と

い
う
報

い
を
受

け

る
と

い
う

類

型
）
と

は
か
な
り
趣
き
の
違
う
因
果

の
様
相
を
見
て

と
る
こ
と
が
で
き

る
。

さ
ら
に
、
い
わ
れ
な
き
苦
難
の
帰
責
の
仕
方
と
し
て
、
"
善
行
に
は
必
ず

苦
難
が
つ
き
も
の
な
の
だ
、
だ
か
ら
そ
れ
に
挫
け
て
は
い
け
な
い
"
、
と
い

う

考
え

方
が
あ

る
。
『
法
華
経
』

の
中

に
は
、
〃
仏
法

を
広
め
よ

う
と
す

る
菩

薩
行

は
悪
世

に
お
い
て

は
妨
害

を
被
る
が
む
し
ろ
そ
の
受

難
を
自
己

が
仏
か

ら

使
わ

さ
れ

た
使
徒
で

あ
る
こ
と

の
確
証

と
受
け
と

め
て

そ
れ

に
挫

け

な

い

”

と

い

う

覚

悟

の

言

葉

が

あ

る

（
た
と
え
ば
勧
持
品
第
十
三
）
。

ま

た

、

か

つ

て

迫

害

を

受

け

な

が

ら

も

相

手

を

軽

ん
じ

な

か

っ

た
常
不

軽

菩

薩

の

話
も

あ

る

（
常
不
軽

菩
薩
品
第

二
十
）
。

の

の

し

ら

れ

、

う

ち

た

た

か

れ

て

も

相

手

を

仏

に

成

る

者

と

見

て

軽

ん

じ

な

い

と

い

う

『
法

華

経

』

の

常

不

軽

菩

薩

の
姿

は

、

ウ

ェ
ー

バ

ー

が

着

目

し

て

い

た

第

ニ

イ

ザ

ヤ
の

姿

を

連

想

さ

せ

る
。

儒

教

で

も

基

本

的

に

は

「
天

」

が

道

徳

を
保

障

す

る
と

考

え

ら

れ

て

い

る

が

、

た

だ

必

ず

し

も

善

行

は

報

わ

れ

な

い

こ
と

、

そ

う

い

う

天
命

に

甘

ん
じ

る

べ

き

こ

と

を

伊

藤

仁

斎

は

説

い

て

い

る

（
『
語
孟

字
義
』
・
『
童
子
問
』
、
一
七

世
紀
末

～
一
八
世
紀

初
頭
）
。

儒

教

の

立

場

は

、

カ

ン

ト
が

ヨ
ブ

に

見

出

し

た

「
真
正

の

（
ａ
ｕ
ｔ
ｈ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉｓ
ｃ
ｈ
）

神

義

論

」

の

立

場

、
す

な

わ
ち

、

空

論

を

排

し

て

た

だ
道

徳

的

に
生

き

る

と

い

う

立
場

と

通

い

合

う

の
で

は

な

い

か
と

思

う

。

以

上

、

日

本

の
思

想
と

い

っ
て

も

き

わ

め
て

多

様

で
あ

っ
て

、

と

て

も

扱

い
き

れ
て

は

い

な

い

が

、

そ

れ
ら

に

お

い
て

「
苦

難
」

と

い

う
も

の

を
ど

う

捉

え

て
き

た

の

か

と

い

う

考

察

を

、

ウ

ェ

ー
バ

ー

の

「
神

義

論
」

概

念

を

継

承

し

延

長
す

る
と

い

う
形

で

進

め
て

み

た
。

「
神
義
論
」
に
託
さ
れ
た
思
い
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、

①

幸

せ

に

な

り

た

い

と

い

う

素

朴

な
願

い
、

②

倫

理

的

に
善

き

こ
と

を
な

す

べ
き

だ
と

い

う
義

務

感

。

③

宗

教

的

世
界

が

あ

る

の

な
ら

善

人

が

報

わ
れ

る

世
界

で
あ

っ
て

ほ
し

い
と

い

う
願

望

、
④

生

き

て

い

る

こ
と

を
安

ら

か

に
す

る

よ

う

な
物

語

（
世

界

観

）

を
構

想
し

て

い
く

構

想

力
、

こ

れ
ら

の
思

い
が



寄

せ

ら

れ

て

い

る

。

そ

れ

ぞ

れ

に

方

向

を

異

に

す

る

こ

れ

ら

の

動

き

が

合

流

し

て

重

な

ｈ

ソ

合

い

錯

綜

し

て

い

る

場

、

こ

れ

が

「

神

義

論

」

で

あ

る

。

今

回

見

て

き

た

諸

類

型

が

た

と

え

我

々

の

中

に

は

も

は

や

残

滓

と

し

て

存

在

し

て

い

る

に

す

ぎ

な

い

に

せ

よ

。

①

～

④

の

思

い

自

体

が

我

々

自

身

の

中

に

脈

打

っ

て

い

る

と

す

れ

ば

、

こ

れ

ら

の

欲

求

に

目

を

向

け

る

こ

と

に

は

意

義

が

あ

る

。

と

り

わ

け

、

人

生

の

意

味

へ

の

欲

求

の

充

足

感

が

得

ら

れ

ず

、

そ

れ

ゆ

え

に

混

迷

し

て

い

る

と

い

っ

て

も

よ

い

今

日

に

お

い

て

は

そ

う

だ

ろ

う

。

（
１
）
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
神
義
論
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る

『

神

義

論

』

の

意

義

」

（

日

本

倫

理

学

会

編

『

倫

理

学

年

報

』

第

四

〇

集

、

一

九

九

一

年

三

月

、

所

収

）

お

よ

び

博

士

論

文

『

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

エ

ー

ト

ス

論

の

倫

理
学
的
継
承
―
―
ウ
ェ
ー
バ
ー
宗
教
社
会
学
の
基
礎
概
念
に
つ
い
て
の
一
考

察

』

（

一

九

九

六

年

三

月

、

東

京

大

学

）

第

二

章

に

お

い

て

考

察

し

て

い

る

。

（

２

）
　

Ｇ
.

　

Ｔ
.

　

Ｌ

ｅ

ｉ
ｂ
ｎ

ｉｚ
,

　

Ｅ

ｓ
ｓ
ａ

ｉｓ

　
ｄ
ｅ

　

ｔ
ｈ
ｅ
ｏ

ｄ

ｉｃ
ｅ
ｅ

　
ｓ
ｕ

ｒ

　

ｌａ

　

ｂ
ｏ
ｎ

ｔ
ｅ

　

ｄ
ｅ

　

ｄ
ｉ
ｅ
ｕ

，
　

ｌａ

ｌ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ

ｉ
ｅ

 

ｄ
ｅ

 

Ｉ
　ｈ

ｏ
ｍ

ｍ

ｅ

，
 

ｅ

ｔ
 

Ｉ
，ｏ
ｒ

ｉｇ

ｉ
ｎ

ｅ

 

ｄ
ｕ

 

ｍ

ａ

ｌ
, 

１
７

１
０
,

Ｐ

ｈ

ｔ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

　
Ｓ
ｃ

ｈ
ｎ

ｆ

ｔ
ｅ
ｎ

　
ｖ

ｏ
ｎ

　

Ｇ

ｏ

ｔ
ｔ
ｆ
ｒ

ｉ
ｅ
ｄ

　

Ｗ

ｉ
ｌ
ｈ
ｅ
ｌ
ｍ

　

」

ｅ
ｉ
ｂ
ｎ

ｉｚ

，
　

Ｂ

ｄ

　

Ｖ
Ｉ

（

ｈ

ｒ
ｓ
ｇ

．
　
ｖ

ｏ

ｎ

　

Ｃ
.

　

Ｉ
.
　

Ｇ

ｅ

ｒ

ｈ
ａ
ｒ

ｄ

ｔ
，

　

１

８
８
５
｢
　

Ｂ

ｅ

ｒ

ｌ
ｉｎ

」
,

佐

々

木

能

章

（

訳

）

『

弁

神

論

－

－

神

の

善

意

、

人

間

の

自

由

、

悪

の

起

源

』

（
『

ラ

イ

プ

ユ

ッ

ツ

著

作

集

』

第

六

・

七

巻

。

一

九

九

〇

・

一

九

九

一

年

、

工

作

社

、

所

収

）

。

序

文

・

緒

論

・

（

三

部

か

ら

な

る

）

本

論

・

三

つ

の

附

論

ま

で

は

フ

ラ

ン

ス

語

、

「

神

の

大

義

－

神

の

正

義

を

そ

れ

以

外

の

神

の

完

全

性

な

ら

び

に

そ

の

全

作

用

と

両

立

さ

せ

る

こ

と

に

よ

り

弁

ぜ

ら

れ

た

る

と

こ

ろ

の

」

の

み

は

ラ

テ

ン

語

で

書

か

れ

た

。

（

３

）
　

Ｉ
．

　
Ｋ

ａ

ｎ

ｔ
,

 

 
Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ

 

ｄ
ａ

ｓ

 

Ｍ

ｉ
Ｂ
ｌ
ｉｎ

ｇ

ｅ

ｎ

 

ａ

ｌ
ｌ

ｅ
ｒ

 

ｐ

ｈ

ｉ
ｌ

ｏ

ｓ
ｏ

ｐ

ｈ

ｉｓ
ｃ

ｈ

ｅ
ｎ

Ｖ

ｅ

ｒ
ｓ
ｕ

ｃ

ｈ
ｅ

 

ｉｎ

　

ｄ

ｅ
ｒ

　

Ｔ

ｈ
ｅ
ｏ

ｄ

ｉｃ

ｅ
ｅ
'
;

　

Ｉ
ｍ

ｍ

ａ
ｎ

ｕ

ｅ

ｌ
　

Ｋ

ａ

ｎ

ｔ
ｓ

　

Ｗ

ｅ
ｒ

ｋ
ｅ
,
　

Ｂ

ａ
ｎ

ｄ

Ｖ
Ｉ
（
１
９
７
３

｢
Ｈ
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
ｓ
ｈ
ｅ
ｉ
ｍ
)
,
　
Ｓ
.
１
１
９
-
１
３
８
.
門
脇
卓
爾
（
訳
）
「
弁
神
論
の
哲
学
的

試

み

の

失

敗

」

（

『

カ

ン

ト

全

集

』

第

十

二

巻

、

一

九

六

六

年

、

理

想

社

、

所

収

）
。

（

４

）
　

Ｍ

ａ
ｘ

　

Ｗ

ｅ

ｂ
ｅ
ｒ

，
　

Ｗ

ｉｒ

ｔ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ

ｔ
　

ｕ

ｎ

ｄ

　

Ｇ

ｅ
ｓ
ｅ

ｌ
ｌｓ
ｃ
ｈ

ａ
ｆ

ｔ
，

　

５
.
　

Ａ

ｕ

ｆ
ｌ
.
,
　

１
９

７
６

，

T
ｕ
b
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
.
武
藤
一
雄
・
薗
田
宗
人
・
薗
田
坦
（
訳
）
『
宗
教
社
会
学
』
（
一
九

七

六

年

、

創

文

社

）

。

た

だ

し

、

訳

文

は

必

ず

し

も

従

っ

て

い

な

い

。

（

５

）
　

日

本

の

諸

思

想

と

「

神

義

論

」

と

い

う

問

題

に

つ

い

て

は

、

拙

稿

「

ウ

ェ

ー

バ

ー

の

エ

ー

ト

ス

論

と

日

本

思

想

」

（

電

気

通

信

大

学

編

『

電

気

通

信

大

学

紀

要

』

第

一

一

巻

第

一

号

（

通

巻

第

ニ

ー

号

）

、

一

九

九

八

年

六

月

、

所

収

）

第

一

章

に

お

い

て

論

じ

て

い

る

。

引

用

文

献

等

は

そ

ち

ら

を

ご

参

照

い

た

だ

き

た

い

。

（

よ

こ

た

・

み

ち

ひ

ろ

、

倫

理

学

、

電

気

通

信

大

学

助

教

授

）
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