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宗

教

と

資

本

主

義

稲

岡

順

雄

は

じ

め

に

今
日
人
々
は
、
資
本
主
義
と
い
う
言
葉
を
極
め
て
、
無
造
作
に

日
常
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

元
來

資
本
主

義

と
い
う
言
葉

は
、
近
世
以
後
の
西
欧
肚
會
の
経
濟
膿
制
を
、
特
徴
づ
け
よ
う
と

す
る
學
術
語
で
あ
る
が
そ
の
概
念
の
内
容
は
、
諸
學
者
に
よ
つ
て

種
々
様
々
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
或
學
者
は
、
資
本
主
義
の
相
異

る
定
義
を

一
〇
〇
以
上
も
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
要
約
す
る

と
、
大
髄

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
に
分
類
さ
れ
る
。
例
え
ば
舞
金
主

義
と
か
マ
ル
ク
ス
的
な
意
味
に
お
け
る
資
本
家
的
生
産
様
式
、
個

人
主
義
的
自
由
主
義
的
経
濟
形
態
、
貨
幣
経
濟
、
あ
る
い
は
大
企

業
が
支
配
す
る
経
濟
的
生
産
様
式
な
ど
様
々
の
定
義
が
與
え
ら
れ

て
お
り
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
い
つ
れ
も
近
代
資
本
主
義

の
も
つ
諸
特
徴
の
い
つ
れ
か

一
つ
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
の

み

で
は
充

分

な
定

義

と

は

い
え

な

い
。

し
か

し

こ
れ

ら

の
諸

特
徴

を
綜

合

し

て
考

え

て

み

る
と
、

資

本
主

義

と

は
、

二

つ
の
異
質

な

人

口
集

團

、

印

ち

生
産

手
段

の
所
有

者

乃

至
指

導

者

た

る
経
濟

主

腱

と

経
濟

客

艦

た

る

生

産

勢

働

者
が

市

場

を

通

じ

て
、

・結

合

し
、

か

つ
協

働

す

る
と

こ
ろ

の
螢
利

主

義

と
、

経
濟

的

、
合

理
主

義

と

が
支

配

す

る
、
流

通

経

濟

組
織

で
あ

る
と

し

た

ゾ

ン

バ

ル
ト

(　丙
。

mWO
b
P
び
9
『
伴
)

の
定

義

が

極

め

て
安
當

で
あ

る

と
考

え
ら

れ

る
が
、

し

か

し
ゾ

ン
バ

ル

ト
が

彊
調

し

た
螢

利
主

義

(
螢

利
欲

)

は
必

ず

し

も

近
代
資

本

主

義

の
固

有

の
特

質

で
な
く

も

し

こ
れ

を

　

そ

の
固
有

な
特

徴

で
あ

る
と

考

え

る
な
ら

ば

近
代

資

本
主

義

の
歴

史

的

起

源

は
古

く

は
中

世

、

ま

た
は
古

代

に
ま

で
湖

る

こ
と
が

で

き

る
。

な

ん

と
な

れ
ば

人

間

の
螢

利
欲

は
、

そ

れ

ほ
ど
人

類

に
固

,有

の
も

の

で
あ

る
か
ら

で
あ

る
。

こ

㌧
に
ま

た
、

比
較

的

、
完

全

な
ゾ

ン

バ

ル

ト

の
定

義

に
も

限

界

が
見

出

さ

れ

る
。

そ
れ

ほ

ど

に
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資
本
主
義
の
概
念
は
、

複

雑
で
あ
る
と

い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。兎

に
角
資
本
主
義
と
は
、
結
局
資
本
家
的
生
産
様
式
を
そ
の
本

質
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
償
値
の
増
殖
を
目
的
と
す
る
螢
利

主
義
的
生
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
そ
の
利
潤
が
工
場
制

度
に
よ
つ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
、
剰
鯨
贋
値
を
基
礎
と
し
て
、
生

み
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
工
場
制
度
資
本
家
が
所
有
す

る
と
こ
ろ
の
機
械
を
設
備
し
た
工
場
に
お
い
て
、
貨
金
に
よ
つ
て

雇
傭
さ
れ
た
螢
働
者
に
よ
つ
て
商
品
の
生
産
が
行
わ
れ
、
勢
働
力

に
等
し
い
賃
金
と
現
實
に
提
供
さ
れ
た
勢
働
と
の
較
差
と
し
て
の

剰
鯨
贋
値
が
生
み
出
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
剰
絵
償

値
が
資
本
家
の
利
潤
の
源
泉
で
あ
り
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
が

資
本
家
的
商
晶
生
産
の
行
わ
れ
る
、
根
本
原
因
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
資
本
主
義
は
産
業
革
命
に
よ
る
、
近

代
工
業
の
出
現
と
産
業
資
本
の
形
成
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
確
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
從
つ
て
古
代
資
本
主
義
や
商
業
資

本
主
義
と
い
う
言
葉
は
、
近
代
資
本
主
義
の
本
質
か
ら
考
え
て
そ

れ
ら
の
範
疇
を
逸
脱
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
述
べ
た
こ
と
を
、
歴
史
的
に
考
え
て
み
る
と
、
結
局
近
代

資
本
主
義
は

一
六
世
紀
以
後
西
歓
耐
會
に
お
い
て
除
々
に
形
成
さ

れ
は
じ
め
、

一
八
世
紀
後
牛
乃
至

一
九
世
紀
前
孚
の
産
業
革
命
に

よ
つ
て
、
資
本
の
原
始
的
蓄
積
の
過
程
が
終
り
そ
の
基
礎
が
確
立

さ

れ

て

い
く
が
、

そ

の
後

さ
ら

に
濁
占

資
本

主

義

、
金

融
資

本

主

義

の
段
階

を
経

て
、

最
後

に
國

家
濁

占

資
本

主

義

の
形

態

を

と

る

に
い
た

つ
て

い
る
。

こ

の
よ
う

な
特

質

を

も

つ
近

代
資

本

主

義

と
宗
教

と

の
關
係

は

從

來

よ
り
多

く

の
學

者

に
よ

つ
て
、

し
ば

し
ば

論

ぜ

ら

れ

て
來

た

が
、

こ

こ
で

は
、

こ

の
問

題

に

つ
い
て
多

く

の
注

目

を

ひ

い
た

マ

ッ
ク

ス

・
ウ

ェ
ー

バ

(
罎
賀

≦

Φ
げ
①
目
)

の
理
論

を

管
見

し

つ
い

で

こ
れ

を
批
到

し

た

ト
ー

ニ
ー

(閑
零
げ
9
巳

国
Φ
霞

唄

臼
ρ
≦
昌
o
団
)

の
説

を

中

心
と

し

て
、

考
察

し

て

い
く

で
あ

ろ
う

。

第

一
章

プ

ロ
テ

ス
タ

ン
テ
イ
ズ

ム

の
職
業
倫
理

マ
ッ
ク
ス
・
ウ

ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
職
業

(切
①毛
ひ

o巴
=
口
σq
)

と
い
う
言
葉
は
、
宗
教
改
革
以
後
、
世
俗
的
な
職
業
が
紳
の
召
し

に
よ
つ
て
、
與
え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
と
の
宗
教
的
な
意
味
が
含

ま
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
た
。
こ
れ
は
新
し

い
倫
理
観
で
あ
り
、

日
常
の
世
俗
的
な
勢
働
を
憩
重
し
、
世
俗
的
徳
業
の
内
部
に
お
け

る
義
務
を
途
行
す
る
こ
と
を
道
職
的
な
、
實
践
的
な
實
践
生
活
の

最
高
の
内
容
と
し
て
重
覗
す
る
倫
理
観
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
當

然
の
結
果
と
し
て
、
日
常
の
世
俗
的
榮
働
に
宗
教
的
な
意
味
を
認

め
る
思
想
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
職
業
が
紳
の
召
し
に
よ

つ
て
、
與
え
ら
れ
る
使
命
で
あ
る
と
の
観
念
が
作
り
出
さ
れ
た
の
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で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
職

業

観
念

は
プ

ロ
テ

ス
タ

ン

テ

イ
ズ

ム
の

全
教

派

に
共

通

な
教

理

で
あ
り

、

こ
の

こ
と

は
結
局

世

俗
外

的

な

僧

侶
的

禁
欲

道
徳

に
封

す

る
世

俗
内

的

道

徳

を
輕

覗

せ
ず

に
む

し

ろ
肚
會

生

活

の
な

か

に

お

い
て
職
業

と

し

て
與

え
ら

れ

た
世

俗
内

的

義
務

の
履
行

を
神

に
喜

ば

れ

る
、
唯

一
の
手
段

で
あ

る

と
考

え

た

こ
と

で
あ

る
。

と

く

に
、

ル

ッ
タ
ー

(寓
①、同
峠
一昌

】じ
伍
叶
げ
Φ
目
)

は

上
述

の
よ
う

な

紳

に
喜

ば
れ

る
、
唯

一
の
道

は
世

俗

内
的

義

務

の
履

行

で
あ
り

、

聯

に
許

さ

れ
た
職

業

で
あ

る
限

り
全

て
の
職

業

は
神

の
前

に
同

一

の
贋

値

を
も

つ
も

の

で
あ

る
と
信

じ

て

い
た
。

し

か

し

ル

ッ
タ

ー

の
立

場

は
プ

ロ
テ

ス
タ

ン
ト
諸
教

派

の
な

か

で
も
最

も

傳

統
主

義

的

で
あ

り
人

が

所
與

の
歴

史

的
客

観

的

な
環

境

に
お

か
れ

て
い

る

と

き
、

そ

れ

は
神

の
意

志

に
基

い
て

い

る
の

で
あ

る
か
ら

そ

の
授

け

ら

れ

た
職

業

と

身
分

と

に
止

ま

る

べ
き

で
あ
り

、

そ

の
肚
會

的

地

位

と
範

圏

を
越

え

て

は
な
ら

な

い
。

そ

れ

は
神

え

の
無

條

件
的

服

從

と
所

與

の
環

境

え

の
無

條

件

的
適

鷹

と

を
同

一
覗

す

る
も

の

で
あ
り

、

そ

の
結

果
職

業

榮
働

に
封

し

て
は
、

積

極

性

を
も

つ
こ

と

は

で
き

な

か

つ
た

。

こ

の
黙

に
お

い
て

ル

ッ
タ

ー

の
立

場

と

そ

の
後

の

カ

ル
ヴ

ァ
ン

(Φ
H
餌
⇔
、
晶O
P
一ぐ
一昌
)

を
中

心

と

し
た

い
わ

ゆ

る

カ

ル
ヴ

イ

ニ
ズ

ム
の
諸

教

派

と

の
立
場

は
異

な

る
精

神

に
立

脚

し
、

ル

ッ
タ

ー
の
張

烈

な
個

人
的

宗

教
艦

験

は
、
宗

教

改
革

一
般

に
封

し

て
、
強

い
精

神

的
影

響

を
與

え

て
は

い

る
が
、

彼

の
開

始

し

た
宗
教

改

革

の
事

業

は
、

カ

ル
ヴ

ァ
ン

に

よ

つ
て
始

め

て
、

外

的

に
強

固

に
な

つ
た

と

い
わ

な

け
れ

ば

な
ら

な

い
。

さ

て
宗
数

改

革

の
第

二

の
指
導

者

で
あ

る

カ

ル
ヴ

ァ
ン
と

そ

れ

が

生

み
出

し
た
諸

教

派

は
、

職
業

観

に

つ
い
て
は

、

ル

ッ
タ

ー

と

比
較

し

て
、

遙

か

に
積
極

的

な
態
度

を
と

つ
て

い

る
。

兎

に
角

、

カ

ル
ヴ

イ

ニ
ズ

ム
な

る
も

の
、

目

的

の
中

軸

は
、

霰
爽

の
救

濟

で

あ

る
。

こ
の

よ
う

な
、

純
締

な
、
宗

教

的

動

機

を
根
祇

と

し

て
、

そ

の
固
有

な
倫

理
的

目

標

や
教

詮

が
露

結

さ

れ

た

の

で
あ

る
。

そ

し

て

こ
れ

ら

の
立
場

に
立

つ
カ

ル
ヴ

イ

ニ
ズ

ム
及

び

、

そ

の
プ

ロ

テ

ス
タ

ン
ト
諸

教

汲

は

一
括

し

て
、

禁
欲

的

、

プ

ロ
テ

ス
タ

ン

テ

イ
ズ

ム
と

呼
ば

れ

て

い
る
が

、

こ
れ

ら

に
共

通

し

た
最

も
特

徴

的

な
教

理

は
、
恩

恵

の
撰

び

の
教

読

(Ω
口
巴

窪

≦
ρ
窪

)
印

ち

豫
定

調

和
読

(℃
目
93
α
Φ
ω
什
一〇
]口
9
什
一〇
】]「ω
■一〇
財
H
①
)

で

あ

る
。

こ

の
教
読

が

、

カ

ル
ヴ

ァ
ン
諸
教

派

の
本

質

的

教

理

で
あ

る
か
否

か

は
別

と

し

て

少

く

と
も

こ

の
教

説

が
、

カ

ル
ヴ

ァ
ン
諸
教

派

の
な

か

で
、
決

定

的

に
重
要

な
役
割

を
果

し

た

こ
と

は
事

實

で
あ

る
。

こ
の
教

理

は

い
う

ま

で
も

な

く
、

宗
教

生
活

に
お

け

る
救
濟

は
、

紹
封

に
客

観

的

な
力

の
働
き

に
基

く
も

の
で
あ

り

、
何

ら

人
間

自

身

の
贋

値

に

あ

る
も

の
で

は
な

い
と

の
意
識

の
上

に
立

つ
て
い

る
。

そ

し

て

こ

の
豫

定

読

が
、

ル

ッ
タ

ー
及

び
、

ル

ッ
タ

ー
派

に

お

い

て
は
徹

底

さ

れ
ず

、

む

し

ろ
弱
化

さ
れ

て
い

つ
た

の

に
封

し

て
、

カ

ル
ヴ

ァ

ン
に

お

い

て
は
、

逆

に

そ

の
生

涯

の
終

り

の
時
期

に
近

づ

く

に
從



213宗 教 と資本主義

っ
て
、

こ
の
恩

恵

の
撰

び

の
教

説

は
、

い

よ

い
よ
重
要

な
意
義

を

も

つ
て
、
徹

底

さ

れ

て

い

つ
た

の

で
あ

る
。

そ

し

て
途

に

は
、

恐

る
べ
き

教

理

と
な

つ
た

の

で
あ

る
。

そ

し

て
カ

ル
ヴ

ァ

ン
の

こ
の
…教
理

は

、
ま

た
、

ル

ッ
タ

ー

の
場

合

の

よ
う

に
、

宗
教

的

農

験

に
も

と

つ

く

の

で
な
く

、
倫

理

的

な

も

の
で
あ

つ
た
。

師

ち
、

人

間

は
坤

の
た

め

に
あ

る

の

で
あ
り

、

人

間

の

た

め
に

神

が

あ

る

の

で

は
な

い
。

神

の
み

が

自
由

で
あ

り

、

い
か
な

る
規

範

に
も

服

せ
ず

、

ま

た
、

人

間

の
個

人
的

運

命

は
す

べ
て
、

紳

の
意

志

に
の

み
属

し
、

人

間

の
知

る

べ
か

ら
ざ

る

神

秘

で
あ

る
。

た
だ

人

が
知

り

う

る

こ
と

は
、

人
類

の

一
部

の

み

が
救

わ

れ
、

他

の
部

分

は
永

遠

の
滅

亡

に
定

め
ら

れ

て

い

る
。

聯

の
決

噺

は
、

紹
封

的

自

由

で
あ

り

、
永

遠

の
は

じ
め

か
ら

動

か
ず

人
間

の
功

徳

や

過
失

罪

過

な

ど

は
、

こ
の
運

命

に
全

く

あ
ず

か
ら

な

い
。

こ

の
よ
う

な
教

理

は
、

た

し
か

に

恐

る

べ
き
教

理

で
あ

り

、
極

め

て
非

人

間

的

な
も

の

で
あ

つ
た
。

こ
の

よ
う

な
教

説

が
個

人

の
精

神

に
與

え

た
影

響

は

、
ま

ず

直

接

に
は
、

各

個
人

の
精

紳

的

孤
立

化

印

ち
内

面
化

で
あ

つ
た
。
宗

教

改

革
時

代

の
最

も

重
要

な
、
問

題

で
あ

つ
た
永
遠

の
救
濟

に

つ

い
て
も

、
何

人
も

彼

に
助
力

す

る

こ
と
は

、
不

可
能

で
あ
り

、

從

つ
て
、

そ

こ

に
は
必

然

的
孤

立
化

、

師

ち

内
面

的

な
紳

え

の
志

向

が

生
れ

ざ

る
を

得

な

い
。

し

か
も

個
人

も

他

の
個

人

か
ら

、

ま

た

環

境

か

ら

孤
立

さ

せ
引

離

す
、

と

い
う

こ

の
よ
う

な
、

徹

底

し

た

孤
立

化

が
奇

異

な

こ
と

に

は
、

カ

ル
ヴ

イ

ニ
ズ

ム
に
お

い
て

は
、

現
實

に
封

し

て
、
組

識

的

に
戦

い
か

つ
何

よ
り

も
耐

會

的
組

織

を

築

さ
あ
げ

る
、
卓

越

し
た
能

力

と
化

し
た

の

で
あ

る
。

そ

し

て

こ

の

こ
と
は

、
更

に
人

々

の
周
園

の
耐

會

的
秩

序

の
合

理

的

構
成

の

働

き

と
な

り
、

ま

た
、

職

業
義

務

を
履

行

す

る
推

進
力

と
な

つ
た

の

で
あ

る
。
印

ち
榮

働

は
非
人

格
的

肚

會

的
効

用

に
奉

仕

す

る
も

の
と

想
念

さ
れ

た

の
で

あ

る
。

そ

し

て
最
後

に
、
宗

教

改
革

時

代

の
人

々
に

と

つ
て

の
最

重
要

の
問
躍

で
あ

つ
た
、
救

濟

の
問
題

に

つ
い

て
も
當

時

は
恩

恵

の
撰

び

の
教

説

、
師

ち

豫
定

読

に
從

つ
て
、

人

々
は
、

た

だ
耐

の
決

断

に
信

頼

し

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
、
と

い
う

ほ
か

に

は
、
何

等

の
解

答

も

與

え
ら

れ

な

か

つ
た
。

人

々

は
、
自

身

が
救

わ
れ

て
い

る
か

否

か
を
問

う

こ
と

は
、
騨

々

の
秘
密

に
立

ち

入

ろ
う

と

す

る

こ
と

で
あ

つ
た
故

に
、
嚴

に

つ
～
し
ま

な
け

れ
ば

な

ら

な
か

つ
た
。

し

か

し
、

一
般

の
信
徒

に
と

つ
て
は
、

救
濟

の
確
實

さ

は
、
何

よ
り

も
最

も

重

要

な
問

題

で
あ

つ
た
し
、

ま

た
豫

定

設

の
信

奉

さ

れ

た

と

こ
ろ

で
は
、

人

が
撰

ば

れ

た
も

の

㌧

一
人

で
あ

る

か
、

否

か

は

深
刻

な
問

題

と
な

つ
た

の

で
あ

る
。

そ

し
て

こ

の
場

合

、
…教
會
[が

奨

め
た

の
は

、
人

々
が

救

わ

れ

た
も

の

と
し

て

の
自

己

の
確

信

を

も

つ
こ
と

㌧
不
断

の
職

業

勢
働

に
從
う

こ
と

で
あ

つ
た
。

兎

に
角

カ

ル
ヴ

イ

ニ
ズ

ム
に
お

い

て
は
、

人

々

は
自
身

の
救
濟

の
確

信

を

自

ら

造
り

出

す

こ
と

で
あ

つ
た
。

師

ち
自

ら
組

織

的

に
自

己
審

査
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を
行

う

こ
と

で
あ

る
。

そ
し

て
組

織
的

な
自

己
審

審

と

は
、
組

織

に
ま

で
高

め
ら

れ

た

正

し

い
生
活

を
迭

る

こ
と

で
あ

り
、

そ

の
生

活

を
合

理
化

す

る

こ
と

で
あ
り

、
.
そ

の
意
味

で
、

非
合

理

的

な
、

官

能

の
衝
動

か

ら
人

間

を
分

離

さ

せ

る

こ
と
、

い

い
か

え
れ
ば

、

禁
欲

的

傾
向

を

も

つ
こ
と

で
あ

つ
た
。

こ

の
よ
う

に
し

て
、
豫

定

読

を
信

奉

す

る
禁

欲
的

プ

ロ
テ

ス
タ

ン
テ

イ
ズ

ム
が

倫

理
生

活
全

燈

の
組

織
的

合

理

的

構
成

に
結

び

つ
い
た

の

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

に
、
宗

教

的

意
味

を

、
賦

與

さ

れ

た
職
…業

観
、

即

ち

職

業
聖

召

観

は
豫
定

説

の
支

持

に

よ

つ
て
、
職

業

生

活

の
徹

底
的

な
合
理

化

を

途
行

す

る

こ

と

に
な

つ
た
。

こ
め

場

合

、

職
業

生

活

と

は

一
つ
に
は

、
艸労
働

や

生
活

の
過

程

で

あ

る
し
、

一
つ
に

は
、

生
産

の
過
程

で
あ

つ
た
。

そ

し

て
プ

ロ
テ

ス
タ

ン

テ
イ
ズ

ム
の
職

業

倫

理

は
、

除

々
に
産
業

革

命

に
よ

つ
て
、
促

進

さ

れ

つ

つ
あ

つ

た
資

本

主
義

化

の
腱

制

の
精

柿

的
基

礎

と

な

つ
た

の
で
あ

る
。

第
二
章

資
本
主
義
の
精
神

資

本

主
義

の
精

挿

と

い
う
言

葉

は

マ

ッ
ク

ス

・
ウ

エ
ー

バ
ー

の

有
名

な

"
プ

ロ
テ

ス
タ

ン
テ

イ
ズ

ム

の
倫

理

と
資

本

主

義

の
精

紳
"

と

い
う

書

物

に
よ

っ
て
、

學
界

に
提

起

さ

れ

て
著

名

な
閥

題

と

し

て
、

取
上

げ

ら

れ

た
も

の

で
あ

る
。

彼

に

よ

る
と
禁

欲

的

プ

ロ
テ

ス
タ

ン
テ

イ
ズ

ム
が

、
前

述

の
よ
う

に
職

業

聖

召
観

に
基

い

て
勢

働

主
膣

の
資
質

を
著

し

く
高

め
た

こ
と

な

た
だ

ち

に
近

代
肚

會

の
端

緒

に
お

い

て
生
産

力

の
劃

期

的
向

上

の
た

め

に
大

き
な

原

動

力

と

な

つ
た
。

こ

の
よ
う

に
生
産

力

を
高

め

る
倫

理

意
識

は
、

プ

ロ
テ

ス
タ

ン
テ

イ
ズ

ム
の
倫

理

で
あ
り

、

そ

し

て
そ

れ

は
宗

教

的

性
格

の

つ
よ

い
禁
欲

し
か

も
世

俗

的
禁

欲

と

い
う

性

格

を

さ
え

俘

い
な
が

ら

、
近

代

耐
會

の
な

か

に
、
持

込

ま

れ

た

の

で
あ

る
。

元

來

近
代

耐
會

の
経
濟

構

造

の
獲

展

は

ま
つ

軍
純

商

品

生
産

、

マ

ニ

ュ
フ
ア

ク
チ

ュ
ア
ー
的

商

品

生
産

、

そ

し

て
本

來

の
資

本

主

義

的

商
品

生
産

へ
、

と

進
行

す

る
。

プ

ロ
テ

ス
タ

ン
テ

イ
ズ

ム
の

職

業

論

理

が
働

き

か
け

る
の

は
、
最

初

の
軍
純

商

晶

生
産

の
段
階

で
あ
り

労

働

の
生
産

力

の
向

上

を
刺
戟

し

て
、

つ
ぎ

の

マ

ニ

ュ
フ

ア
ク

チ

ュ
ア
ー
的

商
品

生

産

の
段

階

に
移

行

す

る

の
を
促

進

的

に

媒

介

す

る
よ
う

に
な

る
。

こ
の

よ
う

に
、

近
代

耐

會

の
構

造

的
嚢

展

を
、

促

進

す

る
精

柿

的

條
件

と

し
て
、

プ

ロ
テ

ス
タ
シ

テ

イ
ズ

ム
以
來

の
職
業

倫

理

が
、

主
要

な
働

き

を
果

し

た

の

で
あ

る
。

マ
ッ
ク

ス

・
ウ

エ
ー
バ

ー

に
よ

つ
て
、
提

起

さ

れ

た
、

こ
の

い

わ
ゆ

る
資

本

主
義

の
精

紳

の
問

題

は
、

い
ま
だ

に
問

題

性

を
失

つ

て
は

い
な

い
。

い

な
今

日

で
も

重
要

な

學
的

意
義

を
も

つ
て
い

る

が

、

わ

れ
わ

れ

は

さ
ら

に
、

マ

ッ
ク

ス

・
ウ

エ
ー
バ

ー

の
論

旨
が

よ

つ
て
立

っ
根
本

的

立
場

を
追

求

す

る

で
あ

ろ
う
。

彼

は
、

ま
ず

近
代

資

本
主

義

を
人

類

の
歴

史

と

と
も

に
古

い

い
わ

ゆ

る
賎

民

資

本

主

義

(勺
震

寅
-囚
巷

律
巴
一。。ヨ
ロ
。・
)

か
ら

旺

別

し

て

い

る
。

そ

し

て
後

者

は

、

共

同
艦

(Ω
①
巳
①
ヨ
山
o
)

の
基

盤

に
立

ち
、

そ
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れ

は

せ

い
ぜ

い
商
業

金

融

な

ど

の
流
通

過

程

に

と

ご
ま

る

の

に
封

し

て
、

前

者
、

印

ち
近

代
資

本

主

義

は
、

こ
の
共

同
盟

を
崩
壊

さ

せ
、
自

ら

よ

つ
て
立

つ
、

生
産

的

基
盤

を
新

た

に
造

り
出

す
。

そ

し
て
資

本
主

義

の
精

神

は

、

と
り

も

な

お
さ
ず

、

こ
の
歴

史

的
嚢

展

に
、

印
鷹

し
た

意
識

形
態

で
あ

る
。

從

つ
て
、
資

本

主

義

の
精

神

は
、

歴
史

と
と

も

に
、

古

い
螢

利
欲

で
な

く
、

近

代
資

本
主

義

の
成

立

に
際

し

て
、
構
成

的

に
作

用

し

た
経

濟

倫

理

で
あ

っ
た
。

こ
の

よ
う

な
観

鮎

か
ら

考

え

て
、
資

本

主
義

の
精

神

は
、

必

然
的

に

つ
ぎ

の
よ
う

な

、
特
質

乃

至

、
内

容

を
も

っ
も

の
と

い
え

る
。

ま
ず
第

一
に
、

そ
れ

は
鍔

働

生
産

の
倫

理

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ
れ

は
劣

働

を
、

自

己

目
的

と

す

る

ほ
ど
外

部

的

な
刺

戟

や
、

強
制

を

ま

た
ず

に
勢

働

を
途

行

さ

せ
、

内

面
的

、

自
登

性

に
よ

つ
て
、

促

進

さ

れ

て

い
る
、

こ
の
よ

う

に
榮

働

を

ひ

た
す
ら

追
求

す

る

こ
と

か

ら
、

こ
の
目

的

を
達

成

す

る

た
め

に

は
、

一
切

の
障

害

と
、

更

に
す

㌧
ん

で
非

合

理
的

要
素

を
、

取
り

除

か

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

そ

こ

に
、

お

の
ず

か
ら
目

的

合

理
性

、

と

い
う

傾
向

が

生

み
出

さ

れ

て
く

る
。

こ
の

よ
う

に
、

勢

働

に
生

産

の
内

面

的

自
議

性

と

、
目

的
合

理

性

と

が

そ
れ

ぞ
れ

、

生
産

力

向

上

の

た

め

の
原
動

力

と

し

て
、

そ

の
基

礎

と
な

つ
て

い

る
。

こ

の
よ
う

な
側

面

に
關

す

る
限

り

、
資

本

主
義

の
精

紳

に
プ

ロ
テ

ス
タ

ン
テ

イ
ズ

ム
の
倫

理

が
織

承

さ

れ

て

い

る
。

第

二

に
は
、

一
方

ひ

る
が

え

つ
て
、

考

え

て

み

る
と
、

こ

の
勢

働

生
産

の
過
程

の
進
行

、

印

ち
再

生

産
過

程

は
、

た
え
ず

市
場

と

い
う
商

品

流
通

に
よ

つ
て
媒
介

さ
れ

な

け
れ

ば

な
ら
ず

、

ま

た
、

商

品

の
経

濟

の
議

展

に

よ

つ
て
労

働
力

の
雇
傭

關

係

さ

え
、
商

品

流

通

の
法

則

に

よ

つ
て
規

制

さ

れ

る

に
い

た
る

と
、

生
産

過
程

さ

え

一
っ
の
特

殊
市

民
肚

會

的

な
條

件

に
よ

つ
て
、

媒
介

さ
れ
ざ

る

を
得

な
く

な

る
。

印

ち
再

生

産
過

程

の
進

行

は
、

こ

の
よ
う

な
商

品

経
濟

の
議

展

と
と
も

に
成

立

す

る
利

潤

の
獲

得

と

、

そ

の
不

断

の
追
求

と

い
う

"
螢

利
"

に
よ

つ
て
、
不

可

避
的

に
媒

介

さ

れ
ぎ

る
を
得

な

い
。

螢

利

は
も

と

も

と
、

プ

ロ
テ

ス
タ

ン

テ
イ
ズ

ム
の

倫

理

の
立

場

で
あ

る
、
禁

欲

的
態

度

に
封

し

て
、

反

倫

理
的

で
あ

る
。

と

こ
ろ

が

こ

の
榮

働

生

産

の
倫

理
が

、
本

來

反

倫

理
的

な

"

螢

利

"

と
不

可
避

的

に
結

び

っ
い

て
、

い
わ

ゆ

る
資

本
主

義

の
精

神

と

い
う
特

殊
市

民
耐

會

的
態

度

を
形

成

す

る

の

で
あ

る
。
師

ち

そ

の
新

し

い

"
精

紳
"

は

"螢

利

"

を
反

倫

理
的

と

は

み
な

さ
ず

貨

幣
的

利

盆

の
獲

得

は
、

倫

理
的

行
爲

に
よ

つ
て
、

生

み
出

さ
れ

る
も

の

で
あ
り

、

倫

理

に
よ

つ
て
、
裏

づ

け

さ

れ

る

こ
と

、
な

つ

た

の

で
あ

る
。

第

三

に
は

、

こ

の
よ
う

な

倫

理
的
基

礎

の
裏

づ
け

を
も

つ
、
資

本

主
義

の
精

神

は
、

そ

の
成

立

の
歴
史

的

段

階

か
ら

し

て
ま
ず

最

初

に
は
、

軍
純

商

品

生
産

に
封

慮

す

る
、

小
商

品

生

産
者

の
精

神

で
あ

つ
た
。

こ
の
場
合

は
、
嚴

密

な

意
味

で

の
資

本
主

義

の
精

神

と

は

い
え
な

い
に
し

て
も

、

そ

れ

え

の
萌

芽

を
も

つ
と

こ
ろ
の
、
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本

質

的

に
資

本

主
義

の
精

神

と
共

通

の
歴
史

的

性
格

を

に
な

つ
て

い
る
。

そ

れ
ば

か
り

で
な

く
、

さ
ら

に
、

そ
れ

は

や
が

て
、
小

商

品

生
産
者

層

、

即

ち
濁

立
自

由
農

民

、
手

工
業

者
層

な
ど

の
産

業

的
申

産

者
層

の
自

己
分

簾

が
進
行

し
、

そ

こ
に
市

民
肚

會

の
二

つ

の
階

級

、
印

ち

一
方

で
は
、

資

本
家

の
精

聯

に
轄

化

し
、

他
方

で

は
、
勢

働

者

階
級

の
榮

働
倫

理

に
ま

で
上
昇

す

る
。

こ
の

よ
う

な
意
味

に

お

い
て
、
資

本

主

義

の
精

聯

は
、

特

殊

近

代
資

本

主

義

的

な
企
業

家

に
不
可

欠

な
、

経

螢
的

資
質

と
近

代
勢

働

者

に
必

然

的

な
、
資

質

で
あ

る
特

殊
合

理

的

な
勤
勢

意

欲

の
賦

與

に

ま

で
、
宗

教

的
倫

理

的

に
作

用

す

る

の
で

あ

る
。

以

上
述

べ
た

マ

ッ
ク

ス

・
ウ

エ
ー

バ

ー

の
理
論

を
彼

は
主

と

し

て
、

カ

ル
ヴ

ァ
ン
主
義

、

な

か

で
も
、

そ

の
例

謹

の
ほ

と
ん

ど
す

べ
て

を

イ
ギ

リ

ス

の
清

教

主
義

に
と
り

、

そ

れ
が
資

本

主

義
的

企

業

の
嚢

達

に

と

つ
て
、

都
合

の
よ

い
倫

理

的
政

治

的

な
諸

條
件

を

つ
く

る
上

に
、

と

く

に
重
要

な
役
割

を

果

し

た

こ
と
を

終

始
論

謹

し
、

ト

レ

ル
チ

(国
。
日
H
O
①
一叶
の
O
げ
)

の
支

持

を

う

け

た
が

、
ブ

レ

ン

タ

ー

ノ

(切
.
切
N
①
暮

9
口
o
)
其

他

の
學
者

は
、

ウ

エ
ー
バ

ー

の

意

見

に
全
面

的

に
反

封

し

、

ト
ー

ニ
ー

(図
・
出
・
日
ρ
≦
昌
①
唄
)

や

ゾ

ン

バ

ル
ト

(ぐ
く
.
ω
○
昌
σ
9
H
什
)

な

ど

は
爾
者

の
折

衷
論

を
表
明

し

て

い
る
が

、

わ
れ

わ

れ

は

こ

㌧
で
は
、

主

と

し

て
、

ト

ー

ニ
ー

の
意
見

を
、

勘
案

し

つ
～
さ
き

に
述

べ
た
、

マ
ッ
ク

ス

・
ウ
H

ー

バ
ー

の
理

論

を
批

到

検

討

す

る

で
あ

ろ
う
。

第
三
章

宗
教
と
資
本
主
義
に
關
す
る

諸
問
題

ト

…

ニ
ー
は
、

一
九

二

七
年

に
出

版

し

た

"宗

教

と
資

本

主
義

の
興
隆

"

(菊
。
一一σq
δ
嵩

①
コ
α

夢

①

菊
一ω
①

○
{

0
9
℃
騨
巴
冨
∋
"
}

自
溢
8

目
ド
巴

QQ
ε

α
団
)

と

い
う

書

物

の

な
か

で
、

ウ

エ
ー

バ

ー
の

前

述

の
研

究

に
偉

大

な
感

化

を
う

け

た

こ
と

を
告

白

し

な
が

ら
、

彼

の
主

張

を
忌

揮

な
く

、

表
明

し
、

ウ

エ
ー
バ

ー

の
考

え
方

を
、

痛
烈

に
批
到

し

て

い
る
。

ま
ず

彼

は
、

ウ

エ
ー
バ

ー

の
試

論

が
、
宗

教

と
肚

會

理

論

と

の

關
係

を
検
討

し
た
研

究

と

し

て

こ
れ
ま

で
に
敷

を

み

な

い
ほ

ど

の

成

果

を

あ
げ

て

い
る

こ
と

を
認

め

、
彼

自
身

も

こ
の
研

究

か
ら

、

大

い

に
啓
獲

さ

れ

た

こ
と

を
感

謝

し
、

と
く

に
職
業

聖

召
観

と

い

う

倫

理

観
念

を
経

濟

的
問

題

に
、
適

用

し

て
論
ず

る
と

い
う

新

し

い
試

み
を
極

め

て
高

く
評

便

し

て

い

る
が
、

學
問

的

に
は
、

ウ

エ

ー

バ
ー

の
理

論

が
と

く

に

一
面

的

で
あ
り

、

時

に

は
濁

断
的

で
あ

る

こ
と

を
容

啄

な
く

批
判

し

て

い
る
。

そ

の
黙

で

は
、

ブ

レ
ン
タ

ー

ノ
が

ウ

エ
ー

バ

ー
の
論

文

に
加

え

た
批

到

を

よ
り

多

く
支

持

し

て

い
る
。

例

え
ば

、
経

濟

及

び
耐

會

組
織

に
お

け

る
攣

動

と
切
り

は
な

し

て
、
経

濟

思
想

及

び
、

耐

會

思
想

を

取
り

扱

う

と

い
う
膣

制

の
も

と

で
は
、

止

む
も

得

な

い

こ
と

で
あ

る
が

、

ウ

エ
ー
バ

ー

は
全

く
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他

の
領
域

に

お

い
て

は
、

十
分

読

明

し
う

る
登

展

と

い
う

観
念

を

ば
倫

理

的

な
、

あ

る

い

は
精

紳

的

な

影
響

力

と
關

連

さ

し

て
読
明

し

て

い

る
嫌

い
が

あ

る
。

具
髄

的

に

い
え
ば

、

一
五
世

紀

の
ヴ

ェ

ネ

シ

フ

ィ

ア
や

フ

ィ

レ
ン

ツ

ェ
あ

る

い
は
、
南

ド

イ

ツ
や
、

フ
ラ

ン
ド

ル
地
方

に
は

"
資

本

主
義

の
精

神

"

は

十
分

展
開

を
と
げ

て

い
た

こ
と

は
、

明

ら

か
な

事
實

で
あ

る
。

そ

し

て
そ

の
理

由

は
、

こ
れ
ら

の
地

域

が

、

そ

の
當
時

最

大

の
商

業

上
金

融

上

の
中

心
地

で
あ

つ
た
。

と

こ
ろ
が

、

そ

れ
ら

の
地
方

は
、
全

部

す
く

な

く

と

も

形

の
上

か
ら

い
う

な
ら

ば
、

カ

ソ
リ

ッ
ク

の
盛

ん

な
土

地
柄

で

あ

つ
た
。

一
六
、

七
世

紀

に
お
け

る
オ

タ

ン
ダ
、

イ
ギ

リ

ス

の
資

本

主

義

の
登

展

は

マ

ッ
ク

ス

・
ウ

エ
ー

バ

ー
の

い
う

よ
う

に

こ
れ

ら

の
國

が
プ

ロ
テ

ス
タ

ン
ト

の
強

國

で
あ

つ
た
と

い
う

事
實

に
も

と
つ

い

て
い

た

の
で

な
く

、
む

し

ろ

地
理

上

の
大

凝
見

や
、

そ
れ

か
ら

生

じ

た
結

果

と

し

て
の
大

規

模

な
経
濟

的

動

き

に

よ

つ
て

い

た

と
考

え

る

べ
き

で

あ

る
。

も

ち

ろ

ん
、
物

質

的

な
攣

化

と

心
理

的

な
攣
化

と
は

季
行

し

て
、
す

＼
む
も

の

で
あ
り

、

ま

た
後
者

が

前

者

に
反
作

用

を

及

ぼ
す

こ
と
も

否
定

出

來

な

い
が
、

資

本
主

義

的

企

業

が
宗

教

的

な
攣
化

に
よ

つ
て
、
資

本
主

義

の
精

神

が

生
ま

れ

て
く

る

ま

で
は
、

現

わ

れ

な
か

つ
た

よ
う

に
考

え

る

こ
と

は
多

少

誇

張

き

れ
す

ぎ

て

い

る
と

は

い
う
も

の

㌧
、

そ

の
宗

教

的
攣

化

が
全

く

経
濟

的

な
動

き

の
結

果

で
あ

る

と

い
う

こ
と
も

同
様

に
、

眞

實

で
は

あ

る
が

、
ま

た

一
面

的

で
あ

る

こ
と

は
冤

か
れ

な

い
事

實

で
あ

る
。

第

二
に

は
、

ウ

エ
ー

バ

ー
は
企

業

の
獲

達

と
、

経
濟

關

係

に
鉗

す

る
個
人

主
義

的

な

態
度

を

つ
く

り
だ

す

上

に
、

好
都

合

で
あ

つ

た
精
神

運

動

の
な
か

で
、

宗
教

と
殆

ん
ど

無
關

係

な

も

の
を

ば
、

無

覗

し

て

い
る
が

、

あ

る

い
は
鯨

り

に
輕

く

取
り

扱

つ
て

い

る
う

ら

み
が

あ

る
。

例

え

ば
、

ル
ネ

ッ
サ

ン

ス
の
政
治

思

想

が
、

そ

の

一
つ
で
あ

る
。

プ

レ
ン
タ

ー

ノ
が

指
摘

し

て

い
る

よ
う

に
、

マ
キ

ア
ヴ

ェ
リ

ー
は
宗

教

的

な
倫

理
的

な
制

約

を

、
融

解

さ

せ

た
と

い

う

貼

と

、
ま

た
實

業

家

や
経

濟
學

者

た

ち

の
貨
幣

贋

格
、

利

子

、

外

國
爲

替

な
ど

に
關

す

る
思

辮
も

カ

ル
ヴ

ァ
ン
に
劣

ら
ず

、

資
本

主

義
精

神

を
培

う

上

に
有

力

な
存

在

で
あ

つ
た

と
考

え
ら

れ

る
。

第

三

に

は
、

ウ

エ
ー

バ

ー
は

カ

ル
ヴ

ァ
ン
主
義

そ

の
も

の
を

、

軍

純
化

し
す

ぎ

る
き

ら

い
が

あ

る

こ
と

は

い
な

め

な

い
。

例

え

ば

一
七
世
紀

の

イ
ギ

リ

ス
の
清
教

徒

た

ち
に

、

カ

ル
ヴ

ァ
ン

や
、

彼

の
直

弟
子

た
ち
が

い
だ

い

て

い
た
と
同

様

の
耐
會

倫

理

の
考

え
方

が
あ

つ
た
も

の
と

假
定

し

て

い
る
し
、

ま

た

、
彼

は

一
七
世

紀

の

イ
ギ

リ

ス
の
清

教

徒

が

す

べ
て
耐
會

的

義

務

と
砒

會

思
想

に

っ
い

て
、

ほ

ば
同

じ
見

解

を

い
だ

い
て

い

た

か

の

よ
う

に

考

え

て

い

た
。

こ
の
よ
う

な

二

つ
の
考

え
方

は
、

誤

解

さ
れ

る
お
そ

れ

が

あ

る
。

印

ち

一
六
世

紀

の

カ

ル
ヴ

ァ
ン
主

義

者

た
ち

は

、
嚴

格

な
、

規

律

を
信

じ
、

そ

れ

を
守

つ
た
人

々

で
あ

つ
た
か

ら
、

そ

れ

以
後

の
清
教

運

動

に

つ
い
て

は
當
然

で
あ

っ
た

個
人

主
義

が

、

彼
等

の
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な
か

に
も

す

で

に
存

在

し

て

い

た
、

な
ど

と
考

え

る

こ
と
は
當

を

得

な

い
し

、

そ
れ

よ
り

も

前

の
立
場

か
ら

、
後

の
立
場

、

そ

の
攣

化

が

な

ゼ
起

つ
た

か

の
原
因

を
追
求

す

べ
き

で
あ

る
の

に
、

こ

の

こ
と

は
ウ

エ
ー

バ
ー

に
よ

つ
て
、
無

覗

さ

れ

て

い
る
。

そ

し

て

つ

ぎ

に
は
、

一
口

に

一
七
世
紀

の
清
教

主

義

と

い

つ
て
も

、

そ

の
な

か

に

は
さ

ま
ぎ

ま

の
要

素

が
、

い
り

ま

じ

つ
て
お
り

耐

會

政
策

や

計
[會

思

想

に

つ
い
て
も

、
極

め

て
異

つ
た
見

解

を
も

つ
て
い

た
。

貴
族

と
李
民

、

地
主

と

小
作

人

、
商

人

と
職

人

、
兵

士

と
將

軍

な

ど

、
階

級

や
身
分

の
相

違

に

よ

つ
て
、

清
教

運

動

そ
れ

自
禮

の
な

か

で
、

い
ろ

い
ろ

と

こ
と

な

つ
た
教

理

に

つ
い

て
の
論

争

が
行

わ

れ

て

い
た
。

以
上

の

よ
う

な
観

鮎

か

ら

み

て
、

"資

本

主

義

の
精

神

"

と
か

"プ

ロ
テ

ス
タ

ン

テ

イ
ズ

ム
の
倫

理

"

と

い

つ
て
も

、

ウ

エ
ー
バ

ー

の
考

え

て

い
た

よ
り
も

事
實

は
、

は

る

か

に
複

雑

で
あ

つ
た

伴

い
う

こ
と

で
あ

る
。

し

か

し
ウ

エ
ー
バ

ー
が

一
七
世

紀

の

イ
ギ

リ

ス
の
商

業

階
級

の
人

々

の
耐
會

思

想

や

、
肚
會

政

策

に

つ
い

て
の

見

解

は
、

農

民
、

職

人
、

地

方

な
ど

の
よ
り

保
守

的

な

人

々

よ
り

も
明

白

に
異

つ
た
も

の
で
あ

つ
た

と

い
う

こ
と

㌧
ま

た

、

そ

の
人

々

の
考

え
方

は
、

宗

教

や
政

治

の

み
な

ら
ず

そ

れ
以

上

に
砒
會

的

及

び

、.
経

濟
的

行

爲

や
政

策

に
、

多

大

の
影
響

を
與

え

た

と

い
う

黙

に
、
注

目

し

た

こ
と

は
高

く
評

贋

し

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
。

む

す

び

以
上

の
小

論

に
お

い

て
、

わ
れ

わ

れ

の
取
扱

つ
た
問

題

は
、

ゆ

う

ま

で
も

な

く
、
宗

敏

と

最
も

顯

著

な
肚
會

現

象

で
あ

る
、
経

濟

現
象

と

の
相

互
關

係

と

い
う

こ
と

、
師

ち

ゆ
う

な

れ

ば
宗

教
肚

會

學

の

一.側
面

と
し

て

の
試

み

で
あ

る
。

敗
戦

後

の
我

が
國

の
攣

貌

は
極

め

て
著

し

い
。

物

質

的

な
も

の
を
主

と

し

た

耐

會

的
攣

革

と
、

そ
れ

に
律

う
精

神

的

、
心

腔

的

混
齪

は
、

ま
ず

傳

統

的
権

威

の
崩

壊

と

し

て
あ

ら
わ

れ

、

つ
い

で
主

膿
性

の
喪

失

、
更

に
そ

の

結

果

と

し

て

の
人
間

性

の
分

裂

、

と

ゆ
う
過

程

を

通

つ
て
結
局

文

化

の
混

臨

と

な

っ
て
今

日

に
い

た

つ
て

い

る
。

と
く

に
、

宗
教

現

象

に
お

い

て

こ
の
傾
向

は
著

し

い
。

そ

し
・て

一
方

で
は
、

人

々

は
、

こ
の

よ
う

な
危

機

を
克

服

し
、

の
り

越

え

よ
う

と

し

て
、

生
命

の
檬

り
ど

こ
ろ

と
す

る
何

も

の

か
を

求

め

て

い
る
。

そ

の

こ
と
が

一
方

で

は
、
既

成
宗

教

の
復
興

が

叫

ば

れ

る

と
同
時

に
、

ま

た

そ
れ

以

上

に
急
激

な

め
ぎ

ま

し

い
纒

濟
的

繁

榮

に
取

残

さ

れ

た
幾
多

の
民
衆

は
、
新

し

い
宗

教

を
求

め

て
殺

到

し

て

い

る
。

こ

の
よ
う

に
我

が
國

は

、
今

日

あ
ら

ゆ

る
方

面

に

お

い

て
、

幾
多

の
問

題
を

胎

ん

で

い
る

が
、

こ
と

に
宗

教

に
關

す

る
限

り

こ
の
傾

向

は

と
く

に
著

し

い
。

わ
れ

わ

れ
、
宗

教

者

は
、

今

日

の
日

本

の
宗
教

的

混

齪

を
十

分

よ

く
、

見
き

わ

め

て
、
新

し

い
正

し

い
宗
教

の
樹

立

に
逸

進

す

る
義
務

が
あ

る
。

そ

し

て

い
か

な

る
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宗
教
が
將
來
の
日
本
文
化
進
展
の
精
神
的
推
進
力
に
な
る
か
、
い

か
な
る
宗
教
が
將
來
の
耐
曾
か
ら
脱
落
し
、
消
滅
す
る
運
命
を
た

ど
る
か
を
十
分
よ
く
探
究
す
る
こ
と
が
、
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
、

現
實
の
宗
教
の
批
判
か
ら
出
嚢
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の

一
つ
の
試
み
と
し
て
、
宗
教
と
杜
會
の
相
互
連
關
、
印

ち
宗
教
の
就
會
學
的
研
究
が
要
望
せ
ら
れ
る
所
以
が
あ
る
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
、
近
年
し
だ
い
に
注
目
を
浴
び
て
き
た
も
の
は
、

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
教
耐
會
學
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の

彪
大
な
杜
會
學
禮
系
の
な
か
で
も
と
く
に
中
心
的
地
位
を
占
め
る

も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
な
か
に
お
い
て
、

一
見
無
縁
に
み
え

る
宗
教
現
象
と
経
濟
現
象
と
の
相
關
關
係
を
、
究
明
し
て
偉
大
な

業
績
を
淺
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
限
ら
れ
た
紙
面
に
お
い
て
、

そ
の
全
貌
を
う
か
が
う
こ
と
は
、
到
底
不
可
能
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
小
論
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
、
問

題
提
起
が
前
に
述
べ
た
現
代
宗
敢
の
も
つ
諸
問
題
の
解
決
の
端
緒

の

一
つ
と
な
れ
ば
、
筆
者
の
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

あ

と

が

き

マ
ッ
ク

ス

・
ウ

エ
ー
バ

ー

(嵐
p
×

ノζ
①
σ
①
同
・
H
O◎
①
ら
ー
μ
O
卜O
O
)

は

い
う

ま

で
も

な

く
、

ド

イ

ッ
の
生

ん
だ

、
有

名

な
耐
會

學

者

で

あ

り
、

法

制
史

、

経
濟

史

學

者

で
あ

る
。

彼

の
耐
會

學

の
根

本

的
認

識

目
標

は
、
祉

會

生
活

の
あ

ら

ゆ

る
局

面

を
支

配

す

る
合

理

的

生

活

原

理

の
成
立

理

由

を
解

明

し
、

市

民
的

資

本
主

義

経
濟

や
合

理

的
官

僚

制

を
参

照

し

つ
㌧
近

代

耐
會

に
お

け

る
現
代

の
人
間

の
批

判

と

分

析

を
行

な

お
と

す

る

こ
と

に
あ

つ
た
。

こ
の

や
う

な
合

理

化

過

程

へ
の
あ

し

な
き

追

求
が

、
宗

教

論

理

と
経

濟
行

爲

と

の
關

係

を
取

り
扱

つ
た
、

一
種

の
宗

教

耐
會

的

比
較

研

究

と

し

て
、
結

實

し

た

の
で
あ

つ
た
。

し

か

し
彼

の
偉

大

な
業

績

と
、

そ

の
艦

系

に

つ
い

て
は
從

來

か
ら

種

々
批
到

さ

れ
、

本
論

に
あ

げ

た
ブ

レ
ン

タ

ー

ノ
ー

(H
}

H
WH
o
昌
梓
ρ
ゆ
o

ド
◎Q
戯
戯
ー
ド
㊤
ω
同
)

其

他

の
學
者

の
攻
撃

を
う

け

た
が

こ

㌧
に
取
上

げ

た

ト

ー

二
i

(
園
8
げ
ρ
「畠

国
Φ
昌
蔓

日
9
≦
コ
①
零

卜
○。
。。
O
I

)

も

そ

の
有

力

な

一
人

で
あ

る
。

彼

も

ウ

エ

ー

バ
ー

と
同
様

、
経
濟

史

家

の
立
場

か

ら
多

く

の
著
書

を

あ
ら

わ

し

て

い
る
が

、
主

と

し

て

"
宗
教

と
資

本
主

義

の
興

隆
"
(口
Φ
=
αQ
一〇
⇒

p
コ
山

夢

①
菊
一ω
Φ
o
{
O
ρ
℃
詳
巴
一ω
ヨ

…
9
甑
。・8

零
一巴

ω9

α
団
お

O
①
・

出

口
勇

藏
、

越

智

武
臣

共

繹

宗

教

と
資

本

主

義

の
興

隆

上

下

二

巻

)

に

お

い
て
、

ウ

エ
ー

バ
ー
を

批
判

し

つ

㌧
新

生
面

を

ひ

ら

い

て
近
代

経

濟
倫

理

の
研

究

を
行

つ
て
い

る

こ
と

を
附
記

し

て

こ

の

小

論

の
筆

を
お

く
。


