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Abstract

　The　purpose　of 　this 　paper 　is　to　consider 　the 　methodology 　for　philosophy 　of 　religion 　in　Hatanao　SeiichL

　Hatano　said 　that 　the　philosophy 　of 　religion 　solved 　the　problem 　of 　the　essence 　of 　religion ．　His　critical

philosophy　of 　religion 　attached 　importance　to　the　religious 　experiences ．　According　to　Hatano，　the

philosophy 　of 　religion 　had 　to　be　the 　reflection 　of 　the　religious 　experiences ．　From　this 　standpoint ，　he

drew　a 　sharp 　line　between　the 　right 　philosophy 　of 　religion 　and 　the　wrong 　philosophy 　of 　religion ．

1．は じめに

　西 田幾多郎 と ともに 京都大 学 で 教鞭 を と り、哲学科 で宗 教学講 座 を担 当 した 波多野精
一

は、宗教哲学三 部作 と

称 され る 『宗 教哲 学序論 』『宗教哲学』『時 と永遠』 を著 し て 、わ が 国に お け る 宗 教哲学 の 研 究 に 大 き な 足跡 を 残

した。彼は東京大学に 学び、ケーベ ル の 指導 の 下に西 洋 哲学史の 研 究 に 努め 、 明治 34年 （1901）に名著 『西 洋哲

学史要 』 を著 した。こ の 頃、波多野 は植村 正 久か ら洗礼を受け、キ リス ト教徒 となっ た。 2 年に わ た る ドイ ツ 留

学 （1904〜1906）を経 て 、大正 6 年 （1917）京都 へ 移 り、そ の 後は 主 と して 宗 教哲学の 研 究に 没 頭 し、キ リス ト

教信仰を基底 とす る独 自の 宗教哲学の 体系を形成 した。本稿の 目的は、波多野精
一

に お け る宗 教哲学の 方法 論 に

っ い て 、彼 の 宗 教哲 学 に 関 す る著 作 に 即 して 考 察 す る こ とで あ る。

　さて、大正 9 年 （1920）に、波多野 は京都帝国大学 の 夏期講習会 で 行 っ た講演 を、『宗 教哲学の 本質及 其 根 本 問

題 』（以 下 『本 質 』 と略 す ） と題 して 刊 行 し た。本 書 は 波多野 の 最初の 宗 教哲学書 と し て 、後続す る 宗教哲学 三 部

作の 前提とな る もの で 、小編なが ら重 要 な意 味 を 持 つ
。

こ の 書は 、
「批判 主義的で 多分 に 内在論 的な 立 場」

（1 ）
を

取 っ て い る と い う。こ の 『本質』に よ っ て 波多野 は、宗教が、「無智 な る 者 の 不条理 な迷 信 とか不 合理 な誤 謬 とか

で な く、却 て 理 性 に根底 を置 く もの で あ る こ と、事実上 こ れ に 反 対 す る人 が ある に し て も理 想 上 は 万 人 が こ れ を

承認すべ くもの で あ る こ．と」
〔2 ， を批判哲学の 立 場か ら明 らか に しよ う と して い る。 本 書の 検討 か ら始め よ う。

2 ．宗教学 と宗教哲学

　 『本質』第
一

章 の 「宗教の 学的 研 究 に於 て 宗教哲学 の 占む る位置」 にお い て は、ま ず宗 教学 と宗教哲学 と の 関

係 が 問題 に な る。すなわち、近時の 宗教学の 成立 の 事情 を省みつ つ 宗教哲学の 学問 と して の 可 能性 が検討 され る。

　新 し い 学 と して 成立 した 宗教学は 「
一

定 特 殊の 歴 史 的 立 場 か ら宗 教 を研 究 す る神学、世 界及 人 生 の
一

般的考察

よ り得た る普遍的原理 を以 て 宗教 を理 解せ ん とす る哲学」
C・3 ） に対 して 、「神 学の 偏狭 と付 会 と を去 り、哲学 の 思

弁 と空 想 と を棄 て て 、公 平 に、著 実 に、経験 的に 、科学的に 宗教を研 究 」
（3）

す る こ と を 主 張す る。こ の 学 の 成 立

は 「十九 世紀の 後半 に殊に 盛 で あつ た 経験主 義的 、実 証 主義的風 潮 に 由来 す る」
〔4）

の で あ り、そ れ 自身実証 主義

の 立 場 に立 つ 。しか しそ もそ も 「あ らゆ る哲学的研 究を斥 け よ うとす る 主 張そ の もの が既 に 、
一

定 の 哲学的 前提

の 下に於 て初 め て 可能 とな る」
〔4）の で あ っ て、人 間の 認識 を 与え られ た事実の 措定とそ れの 関係 の 確 立 とに 局限

しよ うとす る 実証 主義 は、「それ 自身
一

つ の 哲学説」
（5 ）

に 他な らず、「宗教 に反対す る現実 主義 の 哲学 的表 白」
（5 ）

とみ なされ よう。か くし て 実証主義 の 決断を 去 っ て 、生 き た 事実 と して の 宗教を 尊重 しよ う とす るな らば、そ こ

に 当然宗教の 哲学的 考察の 可 能性 が 承認 され る。

＊ 福 島工業 高等専門学校 　一般 教科 （社 会） （い わき市平上 荒川字長尾 30）
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　次 に 、宗教研 究 の 全体 系 に お け る宗教哲学の 必 然的位 置 が 検討 され 、あ らゆ る宗 教研 究 を俟 っ て は じめ て 自己

の 成 立 の 基 礎 を確 保 す る こ とが 明 らか に され る 。 宗 教 の 研 究 は、個々 の 宗 教の 研 究 と宗 教 の
一
般的研究 とに分 か

たれ る。

　元 来、事 実 と して存在 す るの は
一

定の 具 体的 内容 を もっ た個 々 の 宗 教で あ る。 そ の 「現実 に存在す る具体 的、

個性的宗教の 具体的、個性的なる 変化 発 展 の 跡を、あ り の ま ま に 認 識せ ん とす る亅
 

の が 宗教史 で あ る。し か し

同 時に 宗教史は、歴 史学の
一
分 野 と して 、普 遍 妥 当 的価値 に 関係 させ て 事実を 選 択 し 理解 し よ うとす る。 そ の 普

遍妥当 的価値 は、宗教史の 論 じえな い とこ ろで あ っ て 、ま さに 宗教哲学が こ の 任務に 当 た るの で あ る。

　さ らに 宗教の
一

般的研 究で あ る宗教心 理 学 も、必 然的 に宗教哲学 を前提 し、こ れ に よっ て 初め て 基礎づ け を う

る。すな わ ち、宗教心 理 学は 「各宗教 の 個性 と具体的内 容 とに無頓着 に、諸宗教に 共 通な る一
般 的特質及発生 変

化 の 法 則 」
c7）

を明 らか に し よ う とす る が 、そ れ は 事実の 考察、現 象 の 研 究以 上 に 出 る こ とは で きず、価値や本質

の 問題 は未解決の ま ま に残 る。こ の 問題 の 解決の 責 め を負 うの が、ま さに宗教哲学 なの で あ る。

　 以 上、宗 教研 究に お け る宗教哲 学の 学問 的位置 が 明 らか に され た。次 に第 二 章 で、「宗教哲学 の 諸 の 立 場 　批判

哲学 の 特質」 が 論 じ られ る。す な わ ち、宗教 の 本質 を論 じ る宗教哲学 の 内容 に立 ち入 る前 に、こ こ で は い か な る

哲学的見地 に 立 っ て研究され るか が示 され る。波多野は、カ ン トに よ る批判主義 の 立 場 に 立 とうとす るが、そ の

前提 と して 主理 主義 （合理 主 義）的形 而 上 学 と超 自然 主 義の 立 場 を批 判 す る。

　 主理主義的形而上 学の 共通の 特色は、「理論的認識に よつ て 実在の 根本的原理、真 の 実在、絶対的実在 を把捉 し

得 る とす る点 」
〔8 ） に あ る。した が っ て 、こ の 立 場 の 宗 教 哲 学 の 任 務は、「こ の や うな絶対 的実在 の 本性 及 特 質 を

究明す る」
〔8）

こ とで あ る。しか し絶対的実在、す な わ ち 「神」 は、もと よ り経験的 な もの で は あ りえ ない か ら、

こ こ で は 「神 の 存在証 明 」 が最 も重 要 な任 務 とな る。こ の 場 合、次 の よ うな点が 指摘 され る。

　 理論的認識 が 立 て る概念や原理 は、経験を整理 し統
一しよ うとす る思惟 の 要求 の 産 物 で あ る。経験 を離れ て 存

在 の 学問 的認識 は成 立 しえ な い 。それ ゆ え理 論 的認 識 に よっ て、経験を超越せ る絶対的実在を把捉す る形而上学

は誤謬 とい わざる をえない。

　 ま た、こ の 立 場 で の 宗教 に 対 す る哲学の 態度 は、「宗教 の 特異性 と独 立性 との 否 定に 至 る」
（9 ）。なぜなら、こ

こ で の 哲学の 対象た る 絶対的実在は 「神 」 に 他 な らな い が、哲学は そ の 対 象 を 学 問 的 に認 識 し う る とす る。宗教

は そ れ を 劣 っ た程 度で す るか ら、宗 教は 低級な る哲学に 過ぎない こ とに な る。こ うした問題点か ら、主理主義的

形 而上 学の 立 場は 斥け られ ね ば な らな い 。

　 次 に、超自然主義 の 立場 で は、絶対的真理 は 「超 自然主義的な啓示に よっ て の み 与 え られ る」
〔1 ω 。個々 の 歴

史 的 宗教 は 、啓 示 に 基 づ くゆ えに 「自己の 絶対 的真理 な る こ とを 主張 し うる」
〔11 ）。こ こ で は、宗教を知識 と混

同 す る恐 れ は ない 。宗教は、不 完全な哲学で は な くて 、「絶対的実在そ の もの よ り来 る 無上 の 体験で あ り、最高の

真理 」
（11 ）

で ある。こ の 立場 で は、宗教の 特異性 と独 立性 とを確保 し うる、

　 し か しそ れ に もか か わ らず 、超 自然 主 義は 次の よ うな難 点 が あ る。す な わ ち、啓 示 を認 識 の 特 殊 の 根 源 と し、

特定の 歴史的宗教の 真理 性の 根拠 とす るの は 誤謬 で ある。なぜなら、啓示的認識が 普遍妥当性を持っ ならば、そ

れ は 他の 認識か ら 区別 され る 意味 を失 うし、持 た ない な らそ れ に つ い て 何 もい えな い か らで あ る。か く して 超 自

然主 義は、歴史 と個性の 尊重 とい う特色 を棄て なけれ ばならなくなる。

　 で は、批判主 義 と は い か な る立 場 か。そ の 根 本 精神 は 「歴 史 に於て そ の 具 体的内容を 実現 す る文 化 の 諸領分に

関 して、それ の 理 性 に於 け る根拠、そ の 各 に
一

定の 意味、一定の 価値を与 へ る原理を研究す る こ とi 〔12 ）
に あ る。

そ の 立場 に お い て 、初 めて
一

方 で 宗 教 の 特 質及 個性 を承 認 しなが ら、他 方で そ れ に つ い て 合理 的、普遍 妥 当的な

る論 議 を なす こ と が で き る と され る。そ の 特色 は 二 点 あ る。

　   批 判 主 義 は、形 式 的理 想 主義 で あ る。す な わ ち、批判 主義 はそ の 展 開す る概念や原 理 が単 に形式的で あ る こ

と を承 認 し、そ れ らが経験 の 提供す る 内容 を俟 っ て 初 め て 実現 され る こ と を主 張 す る。  批判主 義は 反 主 知 主 義

で あ る。こ こ で の 理 性 は 「あ らゆ る種 類 の 普遍 妥 当 的価値 の 全体 」
（13 ）

をい うの で あ り、宗教は そ うした 意味で

の 理 性 の
一

領域 で あ る。

　 以上述 べ た よ うな特 色 を持 つ 批 判 主義の 立場 に お い て の み、理 性 に基づ い た宗教
一

般 の 本質 を承 認 しつ つ 、ま

た宗 教 の 独 立 性 を保 証 し、さらに 「そ の 本質 の 生 きた 具体的表現 と し て 歴史に 出現す る 固体的宗教 の 存在の 権利

と意義を主張 し うる 」
（1　：S｝ と され、波多野 はそ の 立揖に 立 っ て 宗教の 本質 を解明 しよ う とす る 。
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3 ．宗教の 本質

　次 に、批 判 主 義 の 宗 教 哲 学の 根 本 問 題 で ある 「宗教の 本質」 が 取 り上 げられ る。こ こ で い う 「本質」 とは 「あ

らゆ る宗教が、い か なる形 に於 い て か、ま た い か な る程 度 に於 い て か 、実現 せ ん とす る 目的 と解 され た、価値若

くは原 理 を現 す 目的論的概念1 〔14 ）
で あ っ て 、「宗教 と名 け られ る事 実 に、然 か 名 付 け られ る べ き権利 を 与え る価

値内容」
〔14 ） をい う。こ の よ うな意味 で の 「宗 教 の 本質」 が 明 らか に され る な らば、我 々 は宗 教 の 真 理性 と存 在

の 権利 とを基礎 づ け うる。こ の 場合 に 、二 つ の こ とが 注 意 され ね ばな らな い 。  本質論は 事実を尊重 し なければ

な らぬ。しか し同 時 に、「事 実 の 中 に没 し了 らず、事実 に 出 発 しつ つ 、し か も事実 を超 越 す る こ とが 必 要 」
α 5 ｝

で あ る。本質は、事実に 意味を与え る。

　 しか しそ れ は、「理 性 が事 実 を超 越 し て 己 に 還 り、己 の 本質を 自覚する こ とに よつ て 初め て 認 識」
（15 ）

され る。

そ れ が 可能なの は、究極的に は 宗教的意義 を有す る人 生 の 秘儀 で あ るが 、ま た そ れは 、生 命の 深い 体験 に 属す る

確信で もあ る。  した が っ て 、宗教の 本質 は 「厳密な意味 に 於 て は証明 し得 な い 」
〔1 ω もの で あ る e そ れ ゆ え宗

教 哲学の 任務は、「宗教が証明を俟 た ず して それ自身に て 手 有す る価値 を発 見 」
〔1 ω

す る こ とで あ り、「そ れ 自身

に 於 い て 承 認せ られ るべ き権利 を有 し即 ち妥当性を有 し、従 て 万 人 よ り承認 を要求 す る あ らゆ る理 性 的価値 の 体

系 に宗 教 も所 属 す る こ と を究 め、ま たそ れ に於 い て 宗 教 の 占 め る位 置 を 明 らか にす る こ と」
U η

に あ る。

　そ れ で は、こ の よ うな見 地 か ら見 て 「宗教 の 本質」 とは何 か。それ は 「理 性 の 普遍 妥 当 的価値 を、私 達に 於い

て 、ま た 私 達 を通 し て 、そ の 価値 内容 を 実現 す る超 越 的、絶対 的実在 の 顕現 と して 体験す る こ と」
（17 ｝

に あ る と

い われ る。で は、い か に し て そ の よ うに 主 張 され るの か。

　お よそ 価値判断 は 、快不 快 の 感性 的価値 に 関わ るか 、真偽 ・善悪
・
美醜 の 理 性 的価値 に 関わ る か で あ る。普遍

妥 当性 を持ち う るの は、後者 で あ る こ とは い うま で もな い
。 理性 的価値 は本質上、超越的 ・絶対 的 で あ る が、そ

れ は 現実 の 世界 に お い て 実 現 され ね ばならない 。 した が っ て それ は 、「当為 と して 事 実 ltの 承認 を要 求」
（18 ）

し、

ま た 「具体的、固 体的 な る 現実 的 内 容 を以 て 充 た さ るべ き こ とを要 求」
〔18 ）

す る。こ の こ とは 人生 の 秘儀で あ り、

精神 生活 の 根本 事 実 で あ り、人 間 が 「意義ある生活をな し得 るた めの 根本制約」
〔18 ）で あ る 。 宗教は、この 根本

事 実 とい か なる関係 に あ る の で あ ろ うか。

　理 性的価値 は、絶対 的 価 値 で あ る か ら、無制約的当為 の 意味を持 っ て い る。した が っ て そ の 価値 の 承 認 は、当

為 の た め の 当為 を承 認す る 自律的意志、す な わ ち 「良心 」 にお い て 実現 され る。「良心 」 が 可能 な の は、価値 が 存

在 の 世界 に 対 して 、妥 当性 に お い て だけ で な く、実在性 に お い て も優位 に 立 つ こ とに よ る。価値 が 絶 対 的実在 と

　．
つ で な い な ら、「良心 」 の 事 実 は 不 可解で あ り、不 条理 で も ある。もっ とも 「価値 と実在 との 合

一
の 承 認 は、信

仰 若 くは 確 信 に 属 す る 」
〔1　9・）。 しか しそ の 確 信 は 、理 性 の 根 本 事 実 を 承認 す る以 上 、不 可 避 の 必 然 的、普遍 妥 当

的 確 信 で あ るu 理 性的価値 と絶対的実在 と の 合
一．一を、した が っ て 「前 者 を後 者 の 内容 と して、顕現 と して 、体験

す る こ と」
〔1 的 が 宗 教 で あ る。

　 次 に、理 性的価値 は実現を必然的 に 要求す る。しか し現 実 は、そ の 保 証 を 与え ない。現実の 立場 に と どま る な

ら、人 間は 、単に 妥 当す る価 値 と実現 の 保証 を与 えぬ 存在 と の デ ィ レ ン マ に陥 らざ る を え ない で あ ろ うu こ の 「当

為 と存在 との 乖離、理 性 の 要求 と人間の 能 力 との 不 相応 、価 値 の 形 式 と 内容 と の 不 致 の 意識 は 、理 性 を現 実 以

上 の 実在 と同
一．
視 す る ・

塵
冗場 に 於て 初め て 除くこ とが 出来 る 」

〔2 ω 、そ して 価値 を本 質 とす る絶 対 的実在を、人 間

の 理 性に お い て 、ま た そ れ を通 じて 、
．
「彼 自身 を 実現 す る無 常の 力 と し て 体験する こ と こ そ 宗 教 で あ る」

〔2 ω 。

　 こ うして 宗 教に お い て は、価値 と実在とを合
一

し、そ の 妥 当性 は実 在 的 根 拠 を得 て犯 し難 き尊厳性を示 す。そ

れ が 、「神 聖 」 とい う宗 教 的 意識 の 成 立 の 基 礎 で あ る。ま た 価値 を 本質 とす る 絶対 的 実在 に 対 して 、人 間 の 無能力

は罪 悪 の 意識 とな り、そ れ は救済 の 要求を必然的に含蓄す る。救済 は、絶対 的実在 が 自己 を 7 え る こ とに よっ て

成 し遂 げ られ る。そ れ が、「愛」 と呼 ばれ る宗教的意識 の 成 立 の 基礎 で あ る。要す る に 「理 性 的価値 を 絶対 的実在

の 顕 現 と して 体験す る こ と、こ の 絶対的実在性 に於 て 神 聖 と名 くべ き 方 面 と 愛 と 呼 ば る べ き方 面 と を合 せ 体 験 す

る こ と、私 達自身に 於て 超越的に して、しか も内在的な る絶対的理 性 そ の もの を体験す る こ と、一
こ れが 批判哲

学の 確 立 す る宗教の 本質で あ る 1 （21 ）。

　 以上 が 『本質』の 概要 で あ る。こ こ に 見 られ る よ うに、こ の 時期 の 波多野は、「新カ ン ト学派 の 考え方をそ の ま

ま と っ て お り」
〔22 ）、そ の 宗教本質論 も それ を 強 く反 映 して い る。しか し他 面、絶 対 的実在を 固 体の 生 命 の 深 奥

に お い て 体験 す る こ とが 宗 教で あ るい う宗教的体験を重視す る考 え は、彼 独 自の も の と し て 貫 か れ て い る。
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　そ の 後 十 五 年 に わ た る思 索 と研 鑽 を経 て 、昭和 十 年 （1935 ） に 『宗 教 哲学 』、続 い て 同 十五 年 （1940）に 『宗教

哲学序 論』、さ らに 同十 八年 に 『時 と永遠』を相次い で 刊行 し、波多野は 自らの 宗教哲学の 体系を完成 した。そ こ

で 次に 、体系の 方法論 とい う意味 を持っ 『宗 教哲 学序論』（以 下 『序論 』 と略 す ） を 取 り上 げ よ う。

4 ．実証主義 へ の 批判

　波多野 の 『序論』 は、「一　宗教学と宗教哲学　実証 主義」、「二 　誤 れ る宗 教哲学 」、「三　正 し き 宗 教哲学」、

「四 　歴 史 的 瞥見 」 の 四 章 に 分か れ る。こ こ で 彼 が明 らか に し よ うとす る の は 、「宗教哲学 は 宗教的体験 の 理 論的

回 顧そ れ の 反 省的 自己理 解 で なけれ ばな らぬ 」
〔23 ）

とい う主張 で あ る。

　 「宗 教 学 と宗 教 哲学」 に お い て 論 じられ る 趣 旨は 、『本質』と 同 じ で あ る が、実証 主義 に つ い て の 批判 が い っ そ

う立 ち入 っ て なされ る。すなわち、19世紀中頃 よ り盛 ん に なっ た 「宗教学」 につ い て、そ の 業績 を尊 重 しつ つ も、

そ こ に 見 られ る傾向一 「宗教の 経験科学的研 究」 とい う意味の 「宗教学」 を解し、「排他的の 含蓄を もつ て これを

宗教 の 学的研究の 中心 に 据え、厳密 の 意味の 学問は か くの 如きもの で なけれ ばならぬ とす る傾 向 」
（24 ）一に 対 し

て、そ の 根底に 「実証主義」 の 哲学的立場 が あ る こ とが 指 摘 され る。実 証 主 義は 「あ らゆ る認識 の 任務 と能力 と

を 事 実 の 領分に 限 局 し、事 実 の 確立 及び 結合以 外 に は
一

歩も踏出 し 得ず又 踏出 して は ならぬ 」
（25 ）

と主張 する。

認 識 の 制限は、存在に も当て は め られ て、事実 と して 認 識 し う る もの の 外 に実在は な い と され るの で あ る。こ の

よ うな 「事 実 性 が 認識及び 存在の 究極の 原理 で あ る 処 に は 相対主 義 は 避 け難き帰結」
（26 ）

で あ る 。
し か るに相 対

主義は、宗教 と は相容れ ない 。宗教 にお い て 主 体 と対 す る もの は 、 絶対 的 実 在者で あ る。
「自然的 存在 に於 け る相

対 性 を徹底 的 に 克 服 して 絶対的実在者 を主 張貫徹す る もの 」
〔27 ｝が、「神聖 な る もの 」で あ る。か く し て 実 証 主 義

の 立 場か らは、絶対的実在性 を そ の 本質 とす る 「神聖 な る もの 」 を拒否 す る こ とが 当然 の 帰結 と な る。

　 しか し宗 教 の 真理 性 を否定 す る 実証 主義 も、宗教 の 事実性 は 肯定せ ざる をえない。そ こ で 事実 と して の 宗 教の

説明、宗教 の 機能 の 認 識 が 問題 に な る。実証 主義 の 立場 か らは、人 間 は 自己以 外 の も の に対 して 自己 の 存在 を貫

徹 し よ う とす る 自然的生 を 生 き、感 性 的 幸福 を求 め る存在 と見 られ よ う。こ こ で は人間の あ らゆる生 の 発現 は、

幸福達成 の 手 段 で もあ る。宗教 も、そ うし た観点か ら理 解 され る で あろ う。

　 しか し、「宗 教 に最も 固有な る 最も本質的な る傾向は 幸福 主義 の 克服 」
（28 ） に あ る。宗教 は、自ら究極の 目的で

あ る こ とを 主 張す る。宗教 が、い か な る 目的の た め の 手段 と し て 存在す る か 、とい うよ うな問 題 の 提 出 そ の もの

が、宗教 の 否 定の 前提 の 下 に の み 可能 で あ る。
コ ン トや フ ォ イ エ ル バ ッ ハ 、フ ァ イ ヒ ン ゲル 等 の 考 え は その 例で

あ る。実証主 義 も確 か に 宗教 の 本質を論 じ るが、それ は 宗教 の 事実 が 有す る 意味、内容 を予 め否 定 し て かか る独

断 的 な態度 に 基 づ い て い る、そ うい う態 度 は 、 原 理 的 に誤 っ て い る とい わ ざる を え な い 。

　実証 主義的研 究 の 誤 謬 は、事 実 の 尊 重 そ の こ とで は な く、尊重 の 仕方 に あ る。その 態度 の
一

つ は 、「事実の 尊重

よ り 出発 し相対 主義 自然 主義幸福 主義 を経 由 して 宗教の 否認 に 到 達 す る J 〔29 ）哲 学者 の 態 度 で あ り、他 は 「宗 教

を それ 自身 に は意味 も精神 も な き 単 な る外 面 的 事 実 と して 取 扱 は うとす る」
〔29 〕

科学者の 態度で あ る。こ れ に 対

し て 、事実の 尊重 の 正 し い 仕方を理 解す るに は、事実を構成す る 「事実性 」 と 「内容」 とい う二 つ の 要 素 に着 目

しなけれ ばな らない。事実は 「事実性 」 に よ っ て他 を容 れ ぬ外 面 的存在 を保 ち、体験 の 「内容」 を なす こ とに よ

っ て 、主 体 と生 の 関連 にお い て 立つ 。如何 な る事実も、こ の 外面 的
・内面 的の 二 要素 を 具え て い る。そ こ に学問

（こ の 場合 は 経験的科学） に 、自然科学 と精神科学 との 二 っ の 方 向 が 成 立 す る理 由 が あ る 。

　 自然 科 学 は 「事 実性 」 に重 心 を置き、精神科学 は事実の 「内容」 に重心 を置 く。自然科学 は、極限的 に は内容

な き事実性 の 認 識 で あ る。だ が 認 識 が 、あ らゆ る内容を 抽象 し 去 る こ とは 不 可能 で あ る か ら 、 そ の 事 実 の 世界は、

で き る だ け 単純 な る内容 的 要素 の 外 面 的接触 及 び 交 渉に お い て 成 立す る。精神科学も事実 を対象 とするが、その

眼 目は 事実の 含 む 内容 と意味で あ る。し た が っ て 、宗教の 固有 の 内容 と意味 とを保 有 しつ つ 、しか も事実 性 にお

い て研 究 す るの は、精神科学 に お い て で あ る。こ うした 精神科学 を 内容 の 方向に 徹底 させ る なら、そこ に 「正 し

き宗教哲学 」 の 立場 が ひ らか れ て くる。しか しこ の 問題を考える前 に、在来広 く行 われ た 「誤 れ る宗 教哲学 」 に

つ い て検討 が な され ね ば な らな い 。

　そ こ で 次に、第二 章 として 「誤 れ る宗教哲学」が 論 じ られ る。こ こ で 取 り上 げ られ るの は、「合理 主 義」 と 「超

自然主義 」、それ に 「バ ル トとブ ル ン ネル 」 で ある。「合理 主義」 の 宗教哲学 とは、先に 主理 主義的形 而上 学 と呼

ばれ る もの で ある。そ の 誤 りの 所以 は、や は りこ の 立 場が 「宗教 の 特異性 と独 立性 との 否 定」 を帰結す る とこ ろ
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笠 井 ： 波多野清
一

に お け る宗
．
教哲学の 方 法論

に あ る と され るが、こ こ で の 批判は 実在の 認識をめぐっ て なされる。波多野 に よれ ば、「実在は決 して 主 体 （自我 ）

の 中 に入 り来 らず、認 識 は い つ も表象や 概念 の 内容 にお い て 乃 至そ れ を通 じて の み 行 われ る 」
（3 ω 。「観念 の 実在

的 象徴性 は実 在 の 認 識 に お け る動 かす べ か らざる基本的原理 」
（31 ）

で ある。そ して 反省 され る場合、こ の 象徴性

は 間接的 とな る で あ ろ うが、思 惟の 根 源 で あ る体 験 にお い て、そ れ は 直接 的で あ る。「吾々 は 直接 に 実在者 と 出会

ひ 直接 に それ と交通 し結局 直接に そ れの 語 る 言葉 を聴取 るユ
（31 ）。「自然 的並 び に 文化 的 生活 の 基礎 をなす自然的

実在 に 関す る 限 り、象徴 と実 在 との 関係 は
一

義的直線的連続的で ある1 （31 ） とい え よ う。

　しか し問題 は、この 直接的象徴性が 宗教の 対象 に も当て は ま るか ど うか で あ る 。 す な わ ち 「合理 主義」 宗教哲

学の よ うに 、神 を理 論 的認 識 の 対象 とな し うるか どうか は、「吾 々 の 表象や 思惟 が それ 自 ら と して それ 自らの 意味

す る所 を もつ で
一
義的直接的 に 宗教の 対 象の 象 徴 た る資 格 を有 す る か否 か 」

（32 〕
に か か っ て い る。さて 宗教的体

験の 対象の 最 も基 本 的 な特 徴 は、「神 聖性 」 に あ る。神は 不 可侵で あり、他の
一

切の 存在か ら絶対的 に隔離され 、

無限 の 尊厳 と威力 を持つ 、，神 は 人 間 の 力 を もっ て 処 理 し えず 、そ の 認 識 能 力 を超 越 す る。神 は 主 体に とっ て 実在

者で あ るが、そ の 実 在 性 は主 体 へ の 超越性 を保 ち、徹頭徹尾他者性 に とどま る点 で 純粋 で あ っ て 、絶対的 で あ る。

も っ と も神 は、自らを啓 示す る。われ われ は 、象徴 に よ っ て 神 を知 る。しか し こ の 場合 の 象徴 は、一
義的直接的

に 実在を代表す る も の で は な い
。 そ れ は比 喩 的表現 に過ぎない。こ の ように 「神 の 不可認識性 は 宗教の 特異性 の

必 然的帰結」
（3 ：S〕

で あ る．．合理 主 義の 誤 謬 の 根源 は、こ の 宗 教 の 特 異性無視 に ある。

　 「超 自然 主義 」 は、神 の 超越性 を そ の 基 本原 理 とす る。先述 の よ うに 「神 は 人 間本 来 の 認 識 能 力 即 ち理 性 を全

く超越す る1　C3　4 ）。しか し、幸い に も超 自然的啓示 が 与えられ る。そ れ は人間の 本性 、自然法則 に とっ て 驚異で

あ る 。
こ の 啓示 と驚異 と に 基 づ く教養 を、真 と承認する の が信 仰 で あ る とい う。こ うした 啓示 と信仰 に よ る 「超

自然主 義」 は神学の
一

立場 で あ る が、神 を 直接の 対 象 と して、そ れに つ い て 概念的思惟 に よ る理 論的判断 を うる

こ と を 目的 とす る。

　 こ の 場合、確 実性 と真 理性 との 根拠 を なす啓示 は、権威 に 服従す る信仰とともに、すで に真理 と前提 され た も

の を、未 知なる者 に 伝達す る 教育上 の 手 段 に 過 ぎ な い 。そ の 意味に お い て 「超自然主義」 は 不 純不 徹底な 「合理

主義 」 の
一一

変態 で あ る とい わ ざるを えな い 。そ の 欠 陥を補 うた め に は 、啓 示 に よ る 認識 以 外 に 理 性 に よ る 自然 的

認識を承認す る必 要が あ る。ヨ ー
ロ ッ パ 中世 の 知 と信 を め ぐ る問 題 は、そ の 妥協ない し は総合 の 問題 に 他ならな

い 。ア ン セ ル ム ス は、信仰 と認 識 との 全面 的
一

致を説き、トマ ス ・ア ク ィ ナ ス は、自然 的 認 識 と啓 示 的認 識 との

一
致協力を説い た。しか し 「超 自然主 義」 と 「合理 主 義」 と歩み 寄 りも、両者 の 欠点を除去 し えず、む し ろ両者

と も独 立 で きぬ こ と を暴露 し た に 過ぎな い。こ の よ うに 波多野は 、「超 自然 主 義 」 の 立 場 を批 判 す る の で あ る。

　 さ らに 「バ ル トとブル ン ネル （ブル ン ナー〉」 を め ぐっ て 、そ の 自然的神学 に 関わる論争を取 り上げ、そ れを 通

し て 「正 し き 宗教哲学 」 の 要 求 され る 所 以 が論 じ られ る。自然的神 学の 問題 とは、啓示 と 自然 （ない し理 性）と

の 問題 で あ り、それ は ま た 同 時に 宗教 （福音） と文化 の 問 題 で あ る。そ の 問 題 を め ぐっ て 、ブ ル ン ネ ル は し全 的

神 学 の 可能 性 と重 要性 とを 主 張 し、ま た 普遍 的啓示 で あ る創造の 恵み との 区 別を肯定す るの に 対 して 、バ ル トは

い ずれ も否定 す る。波多 野 は 後 者 に つ い て は 「宗 教 的 体 験 の 立 場 に 立 つ 以 上、救 済 の 恵み の 基礎 を なす も の と し

て創造の 恵み を 肯定す るの は、神の 恵み の 領域を侵害す る人間の 権利を承認する と決 して 同 じで は な い 」
（35 〕 と

して 、「創 造 こ そ 基 本 的 観念 で あ り、救済 は い は ば第二 段 の 創造、罪人 の 『無』 よ り救 はれた る もの の 『有』を造

り出す 創造の 恵み の 特殊 の 姿 と見 る の がむ しろ事態 の 真相 に か なっ た 正 し き理解 で あ る」
（35 ＞ とい っ て ブル ン ネ

ル を支 持 し て い る。

　 前者 につ い て も、ブル ン ネル に 与 し て 「自然的神 学の 成 立 を承 認 主 張す る こ とは、キ リス ト教 神 学 の 当然の 義

務 」
〔3e ） と して お り、ただ そ れ が、学問 と して い か なる形態 と組織 とを示す か を問題 とす る。そ して 「神 学は 啓

示 の 内容を 単に 相 互 の 連関に お い て 理 解 す るに 止 らず、更 に進 ん で そ の 内 容 を最 高 原 理 と立 て つ つ 自然及 び 文 化

に 関す る理 解 を 補足 し調節 し場合に よっ て は 修正 す る任務 を必 然的に 負は され る」
〔a7 ）か らに は、「神 学 が あ らゆ

る 方向に 体系的性格 を発 揮せ ね ば な らぬ こ とは お の ずか ら明白で ある」
〔3 η

とい う。

　 要 す るに、神学、特 に 「自然的神学は 宗教を、自然的並び に文化的生 との 連関の 観点 よ り して 、 従？て 生の 全

体 に お い て そ れの 占め る 地 位 と現 はす意義 との 観点 よ り して 、考察 し理 解す る哲学を土台とし て 支柱 とし て 要求

せ ね ば な らぬ 」
（38 〕 とい うの で あ る。そ の 哲学 こ そ 波多野 の い う 「正 し き宗教哲学」 で あ る こ とは い うま で も な

い で あろ う。
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5 ，正 しき宗教哲学

　第 三 章 に お い て は、「正 しき宗教哲学」 が 論 じ られ る。そ こ で は、ま ず 「正 しき 宗 教哲学」 が、「宗教的体験 の

反 省的自己理 解、そ れ の 理 論的 回 顧 」
（ag ｝ と して 成 立 す る こ とが 主張され る。そ れ は ど うい う意味 で あ ろ うか。

わ れ わ れ は 実 在す る主 体 と して 生 き、実存す る他者 との 交 わ りにお い て 生 き る 。 しか もた だ 生 き るの で は なく、

知 りっ っ 生 きま た 生 き る こ と に よ っ て 何 も の か知 る。それ が 体験で 、体験 は 人間 の 生 き方 に 基 本 的相 で あ る。体

験は 自 己理 解の 契機 を含む が、そ れ が 顕在化す る と反省 が 生 まれ る 。 反省 にお い て 、主体 と客体 が分離す る。そ

こ で 主 体 は 、他者 よ り離れ た も の と して 自己 を知 り、自己 意識 が成 立す る。人 間 の す べ て の 生き方、すべ て の 働

き は こ の 反 省 とい う土 台の 上に建 て られ る。宗教的体験に つ い て も、そ れ よ り反省 が 展開す る の は 、人 閼の 必 然

的要 求 で あ る。宗教哲学に お い て は、そ の 反 省は 体験内容を対象 と し、体験の 自己 理解 とい う意味を持つ 。そ し

て それ は、出発 点で あ る体験の 事実性 を克 服 して 、本 質 に達 す る こ とに よ っ て 徹底す る。そ れ ゆ えに 、宗 教哲学

は、体験内 容の 反省的 自覚的展 開 で ある。

　 こ の 場合 、 研 究者 自身 の 事実的体験 は 、い か な る意 義 を持 つ か。反 省的 自己 理 解 が体験 を 前提 す る以 h、そ れ

は原理的 に は 必要 で は あ るが、宗 教哲 学 は 単な る事実の 認識で は なく、ま して研 究 者 の 体 験物 語 で は ない 。そ れ

は、「事 実 性 を超 越す るが ゆ え に 同時 に 個性 を も超 越 して 観念性 と普遍性との 世界 に 登 らね ば な らぬ 」
C40 ）。研 究

の 対象 は 、宗教的体験
一

般 で あ る。単 に生 き られ る 内容 と自覚的 にな っ た そ れ と は 、 内容 的 に 同
一

で は な い。研

究 は、「体 験 の 現 状 を乗 り越 え て そ れ の 真 の 存在の 獲 得真の 面 目の 発 揮へと躍進す る努力」
（41 ）

で あ る 。 そ の 努力

が 成功す るた め に必 要 な材 料 は、他者 の 体験 で あ り、他 の 集 団 の 諸 宗 教 現 象 で あ る。

　宗教哲学 の 問題 は、「本質論 」 に つ き る。さ らに具 体的 に展 開す る と、そ こ に 「類型 論的 研 究 」 と 「人 問学的研

究」 とい う二 部 門 が 成 立 す る。「類型 」 は 、事 実 の 比 較 に よっ て得 られ る抽象的産物 で あ り、宗教的 体験 や 表 現 の

種 々 相 に つ い て 論 じ られ る と き、そ の 対 象 とな る。「類型 」 は、個体的事実 と普遍的 本質 との 中 間 に位 置 を 占め 、

　「両 者 の 間 隔 を縮 小 し接 近 を 強化 し 学的研 究 に 純 粋 の 意 味の 世 界 へ の 上昇を容易ならし め る ］　
c4

　
2 ｝。た だ こ の 場

合に、「類型」 の 中間的位置を 活 か し哲学的類 型論 とす るた め に は、経験的科学の 帰納的抽象 作用 に の み 委ね ず、

本 質 論 の 観 点 よ り本 質概念 と連関させ つ つ 考 察 す る こ とが 必要 で ある。

　 こ の ように 「類型 論的研究1 は、宗 教 の 対 内関係を処理 す る。一方 「人 間 学 的 研 究 」 は、対 外 関係 の 諸問題 の

解決 に あた る。宗教 は も．とよ り生 に お い て 、単独 に 孤 立 して存在す る も の で は なくて 、体験 に お い て、表現に お

い て、他 の 領域 と連関 を保つ 。そ の 連 関を 、
「原 理 まで 突詰め つ つ 生 の 全 体 の 構 造 を よ り理解 し よ うとす る 」

〔43 ｝

の が、「宗教 の 哲学的人 間学」で あ る。そ れ は、生 の 全 体 に お い て 宗教の 占め る位置を明 らか に す る。す な わ ち 「宗

教 に そ れ の 占め る べ き地 位 を与 へ る が 如 き 生 の 構 造生 の 姿を 展 開 し つ っ 宗 教 をか か る全体 との 連関に お い て 理

解 」
（43 ）

しようとす る の で あ る。

　 こ の 場合 、す で に 生 の 全体が 宗教 を含む もの と し て 、宗 教の 理解 を 前提 し て い る とい う
一

種の 循環の 関係 に あ

る。だ が 意味の 理 解に 際 して、そ れ は 不 可 避の こ と で あ る。ま た こ の よ うに 宗 教 を前 提 す る こ とは、宗教を 生 の

中心 に お く こ とに な るが、それ は宗教が 他の 生 の 領域 と異 な っ て、そ れ 自身の うちに 優越性 と 中心 的位置の 要求

を含む 以 上 当然 とい え よ う。 なぜ な ら 「宗教 の 本質 は 主体 （自我 ） と絶 対 的 実 在 者 との 生 の 共 同」
（44 ）

に ある。

宗教に お い て の み、わ れ われ は真 に実 在 と呼 ぴ うる も の に 出会 う。宗教が 生 に お い て 占め る最高位、中心 的 地位

は 、そ の こ との 必 然 的 帰 結 で あ る。「真理 の 澄み 渡 る 光 の 中 に 鮮や か な る輪郭を現 しつ つ 雙 え立 つ こ の 生 の 最高峰

の 姿 を、清 め られた る 人間性 の 眼 の 及ぶ 限 りを も っ て仰ぎ見 る、一
こ れが 宗教哲学 で あ る」

（45 ）。

　　「正 し き宗 教 哲 学 」 を、以 kの よ うに 論 じ た 後、波多野 は 第四章 で 「歴史的瞥見 1 と し て 、ル ッ テ ル （ル ター
）
・

カ ン トとい っ た人 々 が その 「正 しき宗教哲 学 」 へ の 道を、い か に 形成 し た か を 明 らか に しよ う とす る。

　 まず ル ターに つ い て は 「宗教を生 の 他の 諸領域 と区別 す べ き、真 に 宗教的な る契機 」
（46 ）が その 体験 の 中心 に

置 か れ、そ れ が 「明か な る 自覚 を も っ て 教の 形 に表 現 され る に 至 っ た 」
（46 ）

こ とが 指 摘 され る。す な わ ち、ル タ

ー
に あ っ て 、「宗教の 本質 は認識 に おい て で はなく又行為 に お い て で も なく実に 『信仰」 に お い て 存 した」

（46 ）

。

　「宗 教 に お い て 主体 （自我） は 神 聖 な る実 在 者、神 との 関係交渉に 入 る。己 を 虚 く し
一

切 を こ の 神聖なる もの に

打任せ そ れ が な す ま ま に従ふ 、一
こ れ が 信仰 で あ る」

C46 〕と され た の で あ る。すで に パ ウロ に お い て 「信仰 は神

聖 全 能 な る神 との 交 わ り に お い て そ れ に ふ さは し き人 間 の 態度、純粋なる 服 従 と信頼 との 態 度」
〔47 〕

の 意に解 さ

れ た が、ル ターの 信 仰 も 「あ らゆ る人 間的動作 の 有する 文化 的人 間的意味 の 克服 止 揚」
〔47 ）

の 上 に 成 り立 っ 純宗
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にお け る宗教哲学の 方 法論

教的動 作 を い う。ル タ
ー

の 体験に お い て 、重 要 な 要 素 とな っ た の は、「信仰 は 無 よ り有を創造す る神聖な る 神に 対

す る被造 者 と して の 人 間 絶対 的服 従 の 態度 とし て 無条件的に それ本来の 価値 を有す る」
（48 ） とい うこ と と 「信仰

そ の も の を も神 の 賜 物 と し て 体験 した 」 とい うこ とで あ る。そ れが 宗教改革の 精神で あ り、そ の 点 に お い て 宗教

固有の 内面 的意味、し た が っ て 、そ の 特異性 と独 立 性 とが そ の 運 動 に お い て 力 強 く主 張 され て い る とい え る。

　次に カ ン トは、「各 特 異 の 内 面 的 意 味に よ っ て 区 別 され る生 の 諸領域の 事実 よ り 出発 し原理へ遡 る こ とに よ っ て

そ の 意味の 理 解 」
〔49 ） をえ よ うと し た。す な わ ち、「理 論 的認 識 と して の 形 而 h学乃 至 神 学 を根本 よ り覆 し 」

（5 ω 、

「知性 よ りの 宗教の 独 立 性、理 論 的認 識 に対 して それ の 本来有す る特異性」
（51 〕

を主張 した の で あ る。そ の 点 に

お い て、「正 し き宗教哲学」 の 先駆 者 と い え よ う。カ ン トの 宗 教哲学の 対 象は、神で は な く宗教そ の もの とな り、

「義務の 意識 と神の 信念 の 結合 に宗 教 的 体 験 の 本 質 を 置 い た」
〔51 ）

の で ある。

　しか しこ れ ら 両要 素 の 結合 は、論理 的 に 自明 の 事 柄 で は な い 。カ ン トは それ を 「徳 と幸福 との 完全な る
一

致 と

い ふ 内容を有す る 『最高善』 の 観念 に よつ て媒 介 され る 」
〔52 ｝

と した 。す な わ ち、道 徳 的 意志 の 最 高 の 目的 た る

徳と 自然的意志 の 目的 た る幸福 との
一

致 は、自由 と 自然 との 両界 に住 む人 間 の 本性上必 然的な要求で あ るが、そ

の 実現 は 両界 の 究極 の 原因た る神 に よ る他 な い 。そ の ゆ え に 、神 は 存在す る と し た の で あ る。こ れ が神 の 存 在 の

道徳的証 明で ある。こ こ で は、道徳意識 の 要求 と神 の 観念 との 連 関 が 論理 的必 然性 に 求め られて い る。こ れは、

道 徳意識 を基 礎 と して 形成 され た 種 の 哲 学的世 界観 に 過ぎな い。カ ン トに よれ ば、宗 教は 独 立性 を主張す る道

徳 に、外か ら哲学的世界観 の 付録が 付 け加 わ っ て成 立 す る 副次 的産物 となる。こ こ で は、「宗教 はそれ自らの 特異

性 と独 立性 とを保 有 し維 持 す る本 源 的体験」
（53 ）

と し て は 成 立 し え な い u そ う した 理解 に よ っ て 、宗教的体験の

深 み に は、達 し え ずに 終わ る こ とに な る で あ ろ う。

　カ ン トの 宗教哲学に お い て は、そ の 先天的原理 は 「理 性 の 自発 的 生 産 力創造力 の 産 出物」
（54 〕

以 外の もの で は

なく、し た が っ て 「宗教 を人間の 理 性 の 造 りだ した も の と して 理 解す る こ と」
〔54 ） が 宗教哲学 の 任務 と な る。し

か しそ う した 「先験論的演繹1 が 「宗教の 理解に 対 して 全 く無 能力 又 不 適 当」
（54 ）

で あ る こ とは 明 白で あろ う。

こ の よ うに 、「偉大 な先 人 た ちの うち に も、あ る不 徹 底 や 誤 れ る傾 向 さえ 見 て 取れ る の で あ り、そ う し た微妙 な 問

題 点 に つ い て も波多野 は きわ めて 端的 に述べ て い る 」
（55 ）

の で あ る。

6 ，おわ りに か え て

　以 上 が 『序論』の 概要で ある。先述の よ うに、本書 は 『宗 教 哲学』『時 と永遠』 と と も に 波多野 の 宗 教 哲学 の 体

系を形 成 す る もの で あ り、特に そ の 方法論を展開す る もの で あ る。しか し 単に そ れ に と ど ま らず、彼の 宗教理 解

の 根 本 的 態 度 を語 っ て い る こ とが 読 み 取 れ る。「歴 史 的 瞥見 」 と し て 、「正 し き 宗 教 哲学 」 の 先 駆 者 の 思 想 を批 判

的に 紹介 しつ つ 、宗教哲学が い か に あ るべ きか を論 じるそ の 論述の 中に、波多野 の い う 「宗教的体験 の 反省的 自

己 理 触 が 示 され て い る とい え る。彼は 以 上 の よ うな方 法論 に よ っ て 、「神 」 や 「啓示 」 の 問題を、三 部作の 中心

と もい え る 『宗教哲学』 にお い て 深 め て い くの で あ る。そ の 検討 に つ い て は 、今後  課 題 と した い n
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