
Fukushima National College of Technology

NII-Electronic Library Service

Fukushima 　National 　College 　of 　Teohnology

笠 井 ：波 多野精
一

『宗教哲学』 に お け る 「神 」 にっ い て

波多野精
一

『宗 教哲学』 に お け る 「神」 に つ い て

OII　the　God 　in　Hatano　Seiichi’s　Ph170soρhy　OfR θligion

（平成 18 年 9 月受理 ）

笠 井　 哲
＊

（KASAI 　 Akira）

AbstraGt

　 The　purpose 　 of 　 this 　paper 　is　 tQ　 consider 　the　GQd　in　Hatano 　Seiichi’s 　PhilosoρhJ 　 of ノ〜θノゴgion ．　The　themes

of 　Philosophy 　of 　Rθノigion　are　the　GQd　who 　exists ，　the　God　of 　power ，　the　true 　God　 and 　the　God　of 　love．

The　philosophy 　of 　religiQn 　has　the 　fQlユowing 　characteristics ，　 the 　realism ，　 しhe　symbolism 　and 　the

personalis皿．　Hatano 　believes 　in　Christianity，　but　he　rises 　in　a　 universa ユ　dimension．　The　last　theme ，

the　God　of 　love　takes 　up 　the 　following　Problems，　the 　persenalism ，　the　love　and 　the　sacredness ．　 The　basic

viewpoint 　Qf 　his　philosophy 　of 　religion 　is　the 　religion 　of 　personalism ，

1 ．は じめに

　波多野精
一は、1935 年 に 長い 沈黙の 時期 を破 り、「三 部作」 の 第

一
書 『宗教哲学』 を世 に 問 うた。1940 （昭和

15）年 、『宗教哲学序論 』 が 本書 に後 れ る形 で 三 部作 の 第 二 と して 続 い た。そ して 1943 （昭 和 17）年 、波多野 の

宗教哲学 の 最終的到達点とい え る 『時 と永遠』を完成 させ た。こ れ ら三 部作 に お い て 波 多野 の 長 い 苦闘の 実 りが、

きわ め て 端正 な形 で表 現 され る に 至 っ た。

　波多野精
一

の 宗教哲学の 中心 ともい え る 『宗教哲学』に おい て 取 り上げ られ るテ
ー

マ は 、（1 ）「実在す る神 」、

（2 ） 「〈 力 〉 の 神 」、（3 ） 「〈 真 〉 の 神 」、（4 ） 「〈 愛 〉 の 神 」 で ある。こ れ らの テー
マ を通 して 、高次 の 実在

主 義、徹底 的 象徴主 義、人 格 主 義 とい っ た特色 を 持っ 波多野 宗教哲学が 力強く展開す る，

　 『宗教哲学』に お い て ま ず 注 目 され る の は 、波多野 が キ リス ト教の 信仰を持 ち、そ れ を反 映 した 思 想 を展 開 し

て い る に もか か わ らず、む し ろ 意図 と して は 普遍的次元 に 立 と うと し て い た 点 で あ る。例 え ば、そ の 序 文 の 終 わ

りに、「本 書 に お い て 著者 は、宗教的体験 に 於 て 主 体 の 対 手 を なす も の を 言 表 は す 為 め、便 宜 上 『神』 と い ふ 語

を用 ゐ た 」
CI）とあ る、こ こ に は 、あ くま で も宗教体験 の 反省的 自己 理 解 か ら出発 しよ うとす る 波多野 の 基本的な

立 場 の 、っ ま り特 定 の 宗教の 教義や護教 を出 発 点 とす る の で は な い と い う彼 の 姿勢の 顕著な 表 明 が 見 られ る。 本

稿 の 目的 は 、波多野 精
一

の 『宗教哲学』 に お け る 「神 」 に つ い て 考察す る こ とで あ る。

2 ．実在 する神

　まず 「実在する神」 とい うテー
マ をめ ぐっ て 、宗教 にお い て 自我 と関わ る 「高次の 実在 」 と し て の 「神」 につ

い て論 じ られ る。た だ しこ こ で の 「神 」 とい う表 現 は、前述 の よ うに 便宜 上 用 い られ て い るの で あ っ て 、そ の こ

とで 護教的な 神 の 存在証明や弁証 が意図 されて は い な い。む し ろ こ こ で は 、宗教的な体験 に お い て 圧 倒的に 迫 っ

て く る もの の 実在 性 とい う こ と が、宗 教 に お い て何 よ り も根 本 的 で あ る こ と を い お う とす る の で あ り、「神 」 は

そ の た め の 表現上 の 手段 に 過ぎない 。

　波多野 は は じめに、宗教 に お い て は 「其 の 対象 の 実在性」
  が 「無制約的 に肯定」

 
され、そ の 「実在性 の 前

提 の もとに宗教的意識」
 
が成立 する こ とを指摘する。しかもその 実在性が直ちに 価値 と して 体験 され る こ とが

宗教 の 特異性 で あ り、宗教 の 対象にお い て は 「最高の 価値 は 最高 の 実在 と全 く
一

致合体」
〔S）
す る とい う。そ の 主

張は 『宗 教哲学 の 本 質及 其根 本 問 題』以 来
一

貫 し て 変わ らぬ 主 張 とい え よ う、

　その 対象が 絶対的実在 で あるとす るなら、同 じ くそれを研究の 対象 とす る形而上学 と宗教 とは如何な る関係に

＊　福 島工 業高等専 門学校　
一
般 教科 （杜会） （い わ き 市平上 荒川 字長尾 30）
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あ る か。形 而 上 学は 「思 惟の 労作 に 基 づ き、認 識 と し て の 資格 を 主張 し 」
（3｝、「学問 の 体 系 と して成 立 」

ω
す る。

こ れ に 対 して 宗教 は、「人 格的体験に 基 づ き、其 の 目 ざす 所 は神 と の 生 の 共 同 に よ つ て 得 ら るべ き魂 の 極 み 無き

福」
ω

で あ る。こ こ に 両者 の 根 本的差異が あ る、し か し他 面、両者 に 相関交渉 が な けれ ばな らな い 。宗 教 的 体 験

の 内容 は 思惟 に よ っ て表 現 ・整理 され る こ とを 要 求す る 。 そ こ に絶対的実在
・
世界 ・歴 史 ・人生 に 関す る思想が

展 開 す る。それ ゆえ宗教は 形 而 上 学の 萌芽を内 に 蓄 え る。形而 上 学 の 立 場 か らい え ば ど うで あ ろ うか。思惟 の 働

きに よ る 認識 作 用 は、連続 性 を根本的 特質 とす る。そ の 認識 の 世界 に お い て 「絶対的実在 に 出会ひ 得 た と思ふ も

の 」
（5）は、「実 は あ らか じ め 理論 と認識 と の 世界を抜 け出で て 、ほか の 世界 に 立場 を 置 い て 、そ こ よ り して 認 識

の 世 界 を見 お ろ した も の 」
C5＞

で あ る 。 そ うした 立 場 は 宗教 の 立 場以外 に は あ りえ ない。それ ゆえに、「すべ て の

宗教 は 形而上 学を萌芽 とし て 自己 の うちに 含蓄 」
（6）

し、形而上学 も 「そ れ が 真に 形 而 上学 で あ り得ん 為 め に は 、

宗 教 と結 び 付 き、宗 教 的 内容 の 表 現 乃 至 展 開 と して の 意義 を 発 揮」
  しな け れ ば な らな い ，要す る に 「宗教は す

べ て の 形而上 学 の 魂 で あ り生 命 の 泉で ある 」
  とい うの で あ る。

　形 而 上 学 と宗教 との 関係の 問題 か ら、次 に 「啓 示 」 の 問題 に 導 かれ る。啓 示 は 「宗教の 基本的範疇」
〔η

の
一

つ

で あ り、そ の 「特異性 と独立性 と を際立たせ る基本的概念 ユ
ω

の
一

つ で あ る 。 哲学 は
一

切 の 思 想の 最高原 理 と し

て 絶対 者の イ デ ー
に 達 す る で あ ろ うが 、そ れ は 理 念 で あ り思 想で あ る に と どま る。理 念 や 思 想 に 、実 在す る 絶対

者の 体験が 加 わ っ て は じめ て 入 は表 象 の 世 界 を離れ 得 る。こ の 体験 は 「其の 本質上 、実在 そ の もの が 自己 を与 へ

示 し現は す」
 

こ とで な けれ ば な らな い。それが 「啓示 」 で あ る。こ うし た絶対的実在性 は 、経験的世界に お け

る実在 が 意志 の 体験 に よ っ て 把 握 され る の と同様に、意志の 体験、情意 の 体験 に よ っ て知 られ る 。 す な わ ち 「神

は 吾 々 の 行手 を遮つ て 己 を現 は し 己 を与 へ る」
（9）

の で ある。こ の 宗教的な実在体験 と し て の 「啓示」 体験 は、無

自覚的 に行 われ る の で は な く 「必 ず 自覚 に 上 され 」
C9）、しか も 「生 に最高 の 又 究極 の 意 味 と価値 を与 へ る」

C9）の

で あ り、またその 「啓示」 に 対 し て 「吾 々 が受身 で あ る とい ふ 意識 が あらは に 又 著 し く1　 C9）
なり、最 も徹底的な

る 相 に お い て は 「絶対 的 受 動 性 」
 

の 意識 とな る と こ ろ に そ の 特 質が あ る。他 面 、「啓 示 」 は 日 常 平 凡 の 事 柄 で

は な く、「特別 の 人 に 特別 の 場合 に 特別 の 内容 に行 は れ る非常非凡 の 傑出 し たる 出来事 亅
〔1ω

で ある。そ こ に 「特

殊 性 個 性 の 極 み 、従 つ て 歴 史 に 於 て 現 は れ る特 殊 の
一

人 格 、に 於 て 絶 対 的 な る永 遠 な る 実在 そ の も の の 自 己啓 示

を 体験す る」
（10）

とい うこ とも成立す る、と波多野 は い う。そ の 「特殊 の
一

人 格」
“°］

とは、波多野 に お い て は イ

エ ス ・キ リス トを 指す こ とは い うま で も な い で あ ろ う。

　 「啓示 1 に は 様 々 なもの がある が、そ れに 共通 の 特質は 受動性 の 自覚で ある。「啓示」 は 「受くべ きもの 授 か

る べ きもの 」
（1ω

で あ り、「人 の 力人 の 働 き、す べ て 人間 的 な る も の が い つ し か 終 り を告 げ て 、絶対 的権威 を 以 て

臨 む 神 的 実在 に我 々 が は た と行 き 当 た る と こ ろ ］
ω が なけれ ばならない

。 そ こ に 「意志的人 格的体験 に於 て 与 へ

られ る神 の 実 在性 」
OI ）が 顕 著 に 見 られ る。そ う した と こ ろ か ら、宗 教 的 体 験 が 人 格 的活 動 と密 接 に 関 係 す る所 以

も ま た 理 解 で き るで あ ろ う。人 は そ こ で 「表象や思想や形相や像の 観想 に 耽 る 」
m ，

の で は な く、場合 に よ っ て 「精

神 の 驚 くべ き 緊張 と努力 とを 示 し、あ ら ゆる愛着の 絆 を 断 ち 切 り 、 決 然世 を捨て 」
（L2）もす る で あ ろ う し、ま た 逆

に 「進 ん で 人 を 求め 類 を集 め 教 を説 き 道 を弘 め 」
（12）

も す るで あろ う。

　 か くして 宗教的実在 に お い て は、そ の 実在 は 本質的 に事実性 を 意味 し、高次の 実 在 主 義 は高次 の 事 実 主義 を必

然的 に 要 求 す る。そ し て 神 の 事実性 が 事 実 性 と 同
一

な ら、そ れ は ま た個性 と も 同
一

で あ る。我 々 は 「こ の 我 を以

て 実在す る神 に 出会 ふ 」
03）の で あ り、神 の 実在 性 は 「た だ く こ れ 〉 と言 つ て 指 し示 し得 る 」

Q3）もの で あ る 。 宗

教 にお い て は、人 は実在を 「く こ れ 〉 と して 個体 として 体験」
 

す る。そ こ に宗教 に おい て 歴史が 重要な位置を

占め る理由が ある。宗教 の 立 場に お い て 何 よ りも先 に 語 られ る事柄 は、普遍 的 ・
合理 的 な教 え や 推理 で は な く、

事実 で あ り、出 来事 で あ る。宗教 の 本質の 深み よ り発す る 本源的 の ロ ゴ ス は 、時 に おける現実的な出来事 と なっ

て は じ め て 宗教 的 意義 を 保 ち うる。人 は 啓 示 す る実 在 的 ロ ゴ ス の 力 と権 威 と に承 服 す る。

　啓 示 が 物語 られ るべ き 出 来事 で あ る以 上、宗教 は神話 と容易 に結 び つ く。し か し 同時に 宗教的な表象 は、言葉

通 りの 意味 に 対象 に 当 て は ま る の で は な く、比 喩 的 ・象 徴的 で あ る。宗 教 的 体 験 は 事 実 の 体 験 と して 、必 然 的 に

何 らか の 表現、具体的表象に よ る表現を 要 求す る が 、 同 時に そ の 表現が、表現を超越す る もの の 表現 で あ る とこ

ろ か に 宗教的表 現 の 特質 が あ り、ま た そ こ に そ の 象徴性 が 成立 す る。宗教 に お け る す べ て の 表現 は 象徴 で あ る。

「表現 を徹底的 に超越す る者 の 表現の うちに徹底的に 生 きる こ と が、宗教 的 体験 の 特徴」
“4）で あ る 。 そ れ が 波多

野 の い う 「徹 底 的 象 徴 主 義 」
C14）の 意味 で あ る。

　宗教的体験 は 、具体的表象 に お い て 生 きる とい う点 で は 芸 術的体験 と共 通 で あ る が、「強 烈 な る実 在 意識 」
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笠 井 ：波 多野精
一

『宗教哲 学』にお け る 「神 」 に つ い て

が 常 に そ れ を裏づ け、「自 己 の 中 心 に集 注 した る 人格的意 識 は 全 力 を 挙げ て 具体 的対 象 に 注 ぎ掛 か る 」
  とい う

点 で は 相 違す る 。 芸 術的体験 は そ の 内 容 の 実在性 とは 没交渉 で ある、一
切 の 実在的係累を断ち切 る。しか し い ず

れ も 「こ の 世 の 実 在性 と縁 を絶 ち、地 上 の 塵 を払 ひ 落 して 、想 像 の 世 界 的 象徴 の 世 界 に 立 脚 し 安住 し 得 る と こ ろ

に 両者 の
一

致 」
  が あ る。そ こ に芸術 と宗教との 結合 の 成立 す る根拠があ り、宗教的芸術 が 生ま れ る理 由 が あ る。

　啓示 の 体 験 は、「事 実性 受 動 性 の 意 識 」
（17）

で あ り、「拘 束 感 乃 至 強 制 感 を伴 ふ 体 験 」
“ T）

で あ る が 、そ の 実在 的

意識 は 啓示 の 徹底的象徴性 の ゆ えに、自然的実在性 と根本的 に相違す る。「啓示 の 立場 に 身 を 置 け ば、一
切 は徹

底的に 自由 を奪ひ 去 る 必然性 を 以て 行 は れ る が 、身を置 く こ とそ の こ とは 吾々 に とつ て は 自由の 事柄」
〔17）

で あ る。

啓示 に 対す る 態度 とい うもの は、「人格的決 断 」
“8｝で なけ れ ばな らな い 。 こ の よ うに 「服従 と 自由 が 全 く

一
に 合

す る と こ ろ 」
（IS）

に 信仰 は 成 立 す る。

　 しか し、こ こ に ま た 宗教の 特 異 性 と独 立 性 とが 承 認 され に くい 事情も見 出 され る 。 宗教 は 自由 と人 格 との
一

領

域 と して
一
般文化 と所属を同 じ く し、その 限界線をひ くの は 困難 となる。文化 は 人問の 創造の 作用に よっ て 成立

す るが 、宗教もそ の 表現の 側 か ら見れ ば 人間 の 製作物 とな る で あ ろ う。しか しそ う した 理 解 は、宗教 の 立 場に 身

を置 か ず傍観者 の 態度 をと り、啓示 の 体験 、高次の 実在意識を否認す る こ とに よる。そ し て こ の 立 場 にお い て は、

必 然 的 に 宗 教 の 否 認 に 進 む で あ ろ う。そ の 道 を徹 底 した の が フ ォ イ エ ル バ ッ ハ で あ る。波 多 野 は、同 じ く経 験 的

世界以 外 に 実在を認 め な い フ ァ イ ヒ ン ゲル の 思想 の 不 徹底 さに比 して 、フ ォ イ エ ル バ ッ ハ の 徹底性 を 高 く評価す

る。し か し そ れ が 「高次の 実在 主 義が 宗教の 本質 jag ）とい う主 張 を 裏書 きす る こ とは い うま で も な い。

　宗教 の 対 象 は 「実在す る 神」 に ある こ とが 、宗教的体験の 最 も基本的な本質規定と して 述べ られ た。次 にそ の

「実在す る 」 とは 如 何な る こ とで あ る か が 問題 に なる。「実在す る 」 とは 「意 思 に 対 し て 、そ れ の 前面 に 立 塞 が

る もの 、そ れ の 進 行 を遮 る も の 、それ に 向 つ て抵 抗 を与 へ 乃 至 拘束 を加 へ る も の と して 、す なわ ち 畢竟、そ れ に

働 き か け る力 と し て 、そ れ との 交渉 に 於て 立 っ 意志 的 存在者 と し て 存在す る 」
c2e）

こ とで あ る。そ れ ゆ え 「実 在す

る神 」 は 同 時 に 「〈 力 〉 の 神 」 で な け れ ば な らぬ こ と が 、第二 の テ ーマ とな る。すなわ ち、宗教 の 対 象 は 「吾 々

に 於 て 吾 々 の 世界吾 々 の 生 に 於 て 何もの か を惹 き起す 」
［21）

〈 力 〉 と して 体験 され る とい う。そ の 力 は
一一

般 の 事 物

の 力 を 超 越 す る 。 そ こ に 宗教的体験 の 意味内容 と して 「全能 」 の 思 想や、そ の 反 面 と し て 「絶 対 的依属感胤
 

（シ ュ ラ イエ ル マ ッ ハ
ー

）、ある い は 「被造者感 」
 

（オ ッ ト
ー

） とい っ た こ とが い わ れ る理由が ある。

3 ，真の 神

　第三 の テ ー
マ は 、「〈 真 〉 の 神 」 で 、 そ こ で は 「イ デ ア リス ム 」 と 「神秘主義」 が取 り上げ られ る。

　上 述 の よ うに 、「宗 教 の 対 象 は 実在 」
C2S）

で あ り、「実在 と し て は そ れ は 力 」
C23｝

で あ り、そ の 力 は 世 界 の
一

切 の

存在 を 「無 に 等 しか らしめ る絶大な力」
 

で ある。し た が っ て 「自然的存在を否定化 し 象徴化 し従つ て 意味 化す

る の が宗教の 本質 的 特徴」
〈23 ）とい わ れ る 。そ こ に 宗 教 の 世 界 が 「イ デア 性 観念性」

｛24）
の 世 界 と され、ま た 「イ

デア リス ム の 哲学」
C24）

と本質的に
一

致す る と され る 理 由 が あ る。

　そ もそ も自然的 実 在 よ り自 由 とな り、純粋 に 意味 そ の もの を 取 り出 し、そ れ を 「独特 の 領域又 は 世 界 と して 固

定す る 」
（24）

の は 思 惟の 働 きで あ り、噫 味 の 世 界イ デ ア の 世界 ロ ゴ ス の 世界」
C24）を確 立 す る の は 哲学 の 任 務 で あ

る。そ こ で は 「意味形象 は個性 と具 体性 を 失 つ て 徹 頭 徹尾 普 遍 的抽象的 とな る」
 

で あ ろ う。 しか し哲学 は そ こ

に 踏み と どま る こ とは で き な い 。あ らた めて 、そ う し た 意味の 世 界 と 実在 の 世 界、特 に 実在的主体 との 関係 が 問

題 とな る。実在的 主 体 との 関係 に お い て は、イ デ ア は 超 越的必 然性 を もつ 「独 立 なる 優越 な る 高次 の 実 在 1  

で あ る。我々 は イ デ ア に お い て 実在 、「自我 の 前 に 立 ち塞 が つ て 抵抗 を 与 へ っ つ 服 従 を 求め っ っ 己 自ら を 呈 示 す

る、何 もの か 」
（27）

に 出会 う点で 「イ デア リス ム 」 は 「形 而 上 学 の 形 に 於 て それ 自身宗教 の 資格」
  を得 る 。

　 しか しそ の イ デ ア リ ス ム に お け る イ デア の 実在性、さらに は 真理 性を成 り立 たせ る もの は何 か 。そ れ は イデ ア

そ の もの の 明証性以外 に は な い 。しか も 1純粋 の イ デ ア は 自然 的 実 在性 と縁 を 断 つ こ とに よ っ て は じ め て 成 り立

ち」
（29）、「直接に認識主体に よっ て 把捉 」

C29）
され る もの で ある 以上、イデア の 真理性 ・実在性を保証するの は、

思惟そ の もの 、意識そ の もの しか ない 。か く して 実在す る も の は 、「意識 の み 自我 の み 」
｛30）とな っ て し ま う。そ

の ゆ え に イデ ア リス ム は、宗教 的 体験 との 連 関 を 失 っ た 近 世 に お い て は 、主観 主 義 と結 び つ く こ とに な る。そ れ

を避ける 道は 、
「イ デ ア の 世 界 そ の も の の うち に 在つ て 個 々 の 内容 を超越 」

（31）
す る もの 、すなわ ち善 の イ デ ア の

ご とき 最高 無 制 約 的 イ デ ア に 向 か うか、あ る い は 内容 を 持た ぬ 単な る イ デア の 連 関 統
一

そ の も の 、す なわ ち純粋
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研 究紀 要　第47号 （2006）　 福 島工 業 高等専 門学校

の
一

者 へ 復帰する しか ない 。し か し最高無制 約的イ デア も畢竟イ デ ア で あ り、「全 イ デ ア 界の 実在性 の 責任 を
一

手 に 担 ひ 得 る が 如 き例外的資格」
（32 ）

を持つ もの で は ない し、ま た 純粋 の
一

者 が真 に
一

者 た る た め に は 、 あ ら ゆ る

内容、あ らゆ る イデ ア が 否定超 越 され な けれ ば な ら な い 。 そ の と き我 々 は 「自然的実在 の 世界 の み な らず、イデ

ア の 世界意味 の 世界」
（33 ）を も見捨 て 、「イ デ ア リス ム 」 を去 っ て 「神秘 主 義」 に 身 を 置 く こ とに な ろ う。い ず れ

に して も、イ デア の 実在性 を保 証 す る もの を求 め る な らば、イ デ ア リ ス ム は そ の 限 界 に 直面 せ ざる を得 な い 。 そ

れで は 、「神秘主 義」 とは 如何な る 立場 で あろ うか 。

　神 秘主義 にお い て 「純 粋 な る独 立 な る宗 教 性 を成 り立 た しめ る 為 に何 よ りも肝 要 な る、超 越 性 ・超 世界性 」
（34

が 「は じ め て 明瞭な る率直な る 姿 に於 て 」
（34 ）

発見 され る。「宗教 の 本質 を な す高次的実在主 義 は、対象 が 聖なる

絶対 的実在 と して 現実 世界の 徹底 的超 越 に よつ て初 め て 達 し得 られ る こ と を要求」
（34 ）

す る が、そ の こ と を 「最も

顕著な る、その 為めに む し ろあま りに偏 りたる 」
（34）

形 で 現すの が 「神秘主義 」 で ある、神秘主義の 本質規定 に つ

い て は 諸 説 あ るが、基 本的 に は 二 種 類 に総括 され る。一は 対 象 よ りす る もの で あ り、他 は 人 間の 態 度 ・状態 よ り

す る も の で あ る。しか し波多野 は、「神秘 主義 は 決 して 他の 種類 の 宗教 に全 く発 見 し難 き独 特 の 内容、例 へ ば対

象に 関す る 独 特 の 教」
（35）とい っ た も の を 持 つ もの で は な く、そ こ で の 「宗教 的 体験 に 共 通 な る特徴亅

（35）
は 「寧

ろ生 の 全体的傾向 とい ふ が 如 き 比 較的流勤的なる もの 」
｛35）

で あ り、「そ の 傾向は あ ら ゆ る 宗教に 共通 な る
一

定の

性質を 一
面的に 乃 至 極端 に 貫徹 し よ うとす る 努 力 」

C35）とい い 得 る。し た が っ て 対象 の 面 は 、「神 秘 主 義」 の 本質

規定に あっ て は 二 次 的 と して 、ま ずそ の 主観的要 素、すなわ ち神秘体験 そ の もの の 特質 の 検討を試 み る。

　 「主 体 の 側 体験 の 側 」
（36）か ら見 て 「神 秘 主 義」 に本 質的 な傾 向 は 「直接性 の 完 全な る実 現 、そ れ へ の 努 力 乃 至

そ れ の 体 験 」
C35）で あ る 。 宗 教 は本 来 「聖 な る実在 の 体験、そ れ と の 人 格的 交 り 」

（36）
で あ り、「吾 々 の 人 格 と宗教

的対象 との 間に 生 の 共同 ・実在的共 同が成 立 つ こ と」
  が そ の 本質 的構造 で あ るが 、一方、宗教 の 対象 に と っ て

は 「聖 な る も の ・全 く他 な る も の ・全然 超 越的な る も の ・不 可 思議な もの 」 で ある。そ れ ゆ え 「それ と の 生 の 共

同従つ て 直接性も、それ 自らと して は、あ り得 べ か ら ざ る もの 、あ らゆ る理 解 を超越す る もの 」
c37）で あ る、こ の

「直接性 の 完 全 な る 実 現 をカ め る もの 乃 至成 遂 げ 得 た と信 ず る もの 」
  こ そ 「神 秘 主 義」 で あ り、「神 秘 主 義は

神や絶対者 と全 く
一

に な る こ とを、一
切 の 努力の 目標 に 置き、か か る合

一
の 実現 に 於て 無上 の 福 、人 生 の 最高価

値を 体験 」
（ST ）

し よ うとす る の で あ る。こ の 「直接性 へ の 傾 向努 力 は 〈 神 で あ る 〉 こ と に於 て 、換 言 す れ ば 、同
一

化 で は な く同
一

性 に於 て、は じ め て 安住すべ き究極 の 地」
C38）

を見出す。

　 「神秘主 義」 の 本質規 定 に お い て 対 象 の 側 面 は 二 次 的で あ る と され た が、体験の 側面 か ら見 て 「神 との 合
一

乃

至 同
一

性 が 神 秘 主 義 の 目指す 究極 地 」
（39）

で ある な ら、対象がそ れ を反 映す る こ とは 当然 で あ ろ う。か くし て そ こ

に 「対象の 純粋 な る 完全 な る
一

者性 」
｛39 ）

の 主 張 が 「神 秘 主 義の 最 も顕著な る最 も力強 き傾 向 」
C39）

とな る。そ の

「一者 」 は 「単な る 思想 内 容 と し て 意味 的 存在 を保つ もの と し て 、思惟 され 乃 至 直 観 され る も の で は な く、厳 然

た る実在と して体験」
C40）され 、ま た それ は 「実在 と して、吾 々 の 人 格の 集中を、自我 の 中心がそ こ に 吸収 され る

こ と を 要 求」 す る。そ の 「一者 」 は 「多者 を、世界 を、こ の 〈 わ れ 〉 を 全 く無 とな す 所 の 、厳 粛 な る猛 烈 な る超

越 的
一

者と して体 験 」
c41）され る 。 も し 「す べ て の 存在が無 に等 し きな らば．〈

一
者 〉 は 無 の 無 、否定 の 否定」

（41）

で あ る。そ れ が 第二 の 対 象規定 と し て の 嘸 」 で あ る。こ の 「無 」 は 、「思惟す べ き観想 す べ き単な る認 識 対 象

と して 観念的 存在 と して の そ れ で な く、吾 々 の 全 き 人 格 を挙げて、吾 々 自 らの 中心 を以 て 、それ と接 しそ れ と合

し 、そ れ の 威 力 に屈 服 す べ く そ れ の 深 み に 投げ込 ま る べ きもの 」
c42）と し て の 嘸 」 で あ る。そ の 「無 」 は 実 は 「超

越的なる高次 の 実在、絶対的実在、の 啓 示 の 仕 方 1 ｛42 ）で あ る 。 そ こ か ら 「宗教的 体験 の 発 現 」
c43）

と し て の 「無

限 性 ・有限 性 の 対立 及 び 相 関」
  が 理解 されよ う。無限性 と は、「一切を無 に帰せ しめ る絶対的実在 の 威力 の 別

名Jc43）
で あ り、有限性 とは 「こ の 威力 に 出会ふ と と もに そ こ に 現 は れ る、われ と こ の 世 との 性 格 の 変化」

（44）
に

他 な ら な い
e か く して 「神秘主義 」 とは、「世界の 連続性が 超越的実在 に ひ た と出会 つ て 断絶 を命 ぜ られ、世界

の 平面が 上 よ りの 垂 直線 に 突抜 か れ て 壊 滅 を来 した、そ の 刹 那 の 光 景 を、直 接 的 に従 つ て抽象的孤 立 的に、偏 り

た る鮮 か さを以 て 呈 示 す る もの 」
（45）

に他な らない 。

　 し か し波多野は、こ うした 神秘 主義 は イ デ ア リス ム の 「極 端 化徹底 化 」
C46）

で あ っ て、イ デ ア リス ム にお け る 実

在 との 合
一

が 「イ デア 的観念的存在者 の 場 合 に の み 可 能」
（47）

で あ る よ うに、神秘主義 に お い て もそ の 対象 で あ る

「一者 」 も 「無」 も 「畢 竟 イ デ ア 的存在 に 了 らね ば な らぬ 」
｛47 ）とい う。そ れ らは 「思惟 に よつ て そ れ の 位 に 立 て

られたもの 、自我 の カ に よつ て は じめ て 成立 つ もの に 過ぎ ぬ 」
  とい う。 で は 、

「神 秘 主義」 の 意味 は ど こに あ

る の か。そ れ は神 秘 主 義 の 「無 」 にお い て 「世 界 そ の も の 、一
切 の 世 界的存在 の 、徹底的象徴性 」

  が 明 らか に
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笠 井 ： 波 多野 精
一

『宗 教 哲 学 』 にお け る 「神 」 に つ い て

され た 点 に あ る、し か し そ の 「無 を 象徴 とす る 奥な る 実在」
（48 ）

は そ こ で は 「未 だ 積極的 に 自己 を啓 示 す る に 至 ら

な い 」
C4S）。そ れ が 問題 に な る の は 「人 格 主 義」 の 立 場に お い て で あ る、と波多野 は 主 張 す る 。

4 ．愛 の 神

　最後 の テ
ー

マ は 「く 愛 〉 の 神 」 で あ る。こ こ で は、  F人 格 主 義」、  「愛 」、  「神 聖 性 」 等 の 問 題 が 取 り上

げ られ 、 そ れ らを 通 して 「人 格 主 義の 宗教」 とい う波多野の 宗教哲学 の 根本的 立 場が 明 らか に され る。  「人 格

主義 」 を論 じ る に あ た り、まず そ れ が 「擬 人 観」 や 「有 神 論 」 と混 同 され て は な らぬ こ と が指 摘 され る。そ れ ら

は、い ずれ も理論的理解 の 立 場 に立 っ て 神や世界を考える もの で ある が、「人 格」 は観念 の 対 象 と なる こ と を拒

否 し、理 論的態度 で は 近 づ き 得ない と こ ろ に そ の 本 質 が あ る。「もの 」 と 区別 され る 「ひ と」、単な る 手 段 と して

は あ り得ず、また 単に 観 られ るべ く前 に置 か れたもの で もな い。「自由な る従 つ て 自己 目的 と して の み 存在す る

主体 」
（49｝と して の 「人格」、そ れ が 「人格」 とい うこ との 意味で あ る。

　 「人 格」 と し て の あ り方の 特色 はそ の 実在性 に あ る。「実在す る」 とい う こ とは 、「観 られ る に 尽 き ぬ こ と、奥

行 を有 す る こ と、あ らは な る平 面 が 立 体 的 な る 中心 点 を指 ざ し従つ て 隠れ た る もの の 表面 と な る こ と」
C5°）

を意味

す る。すなわ ち 「飽 く ま で も 自己 の 独 立 性 を 維 持 しっ っ 、自己 の く あ る 〉 と く しか あ る 〉 と を 内よ り外 へ と表 は

し示 す」
 

の が 「実在」で あ る。そ して そ れ らの 点 は 「人格性 」 の 特徴 と して すべ て 発 見 され る。そ の 意味 で 「人

格的存在 こ そ あ ら ゆ る実在 の 存在 の 仕 方 の 典型」
（51）

で あ る と波多野 は い う。こ の よ うな 「人 格 」 の 立 場 は如 何 に

して 成 立 す るの で あ ろ うか。

　 まず 「自然的世 界に 於 て は 実在 との 交 りは抵抗 と して 体験 」
（51）

され る。こ の 「抵 抗に 打 勝 ち 自我 の 生 の 範 囲 を

拡大 し よ うとす る努力」
C51｝は 「実在 を物件 〈 （もの ） 〉 化 しよ うとするもの 」

（51 ｝
で あ る。従つ て 「もの 」 は 厂実

在す る他者 を、わが勢力範 囲 内 に取 り込 ま う とす る わ れ の 努力 と行為 とに 於 て 成立っ 」
〈51）。「こ の 傾 向 は、自我

が く もの 〉 の 内容を収め 尽 し全 くわ が 状態 とな し 得た時は じ め て 全き満足 」
（SD

に 達す る。し か し 「全能 とな っ た

自我 」
（51）は、「実 は 却っ て 虚無 と夢幻 とに 帰 し」

（51＞、「全然抵 抗 に 打勝つ こ とは 自我 に とつ て は 却つ て 自己 の 実

在性 を も失ふ 」
csD

こ とに なる。そ れ ゆ え 「吾 々 が 現 実的世 界 に生存す る 限 り、〈 もの 〉 の み の 世 界 は決 して 実現

され な い 」
  。「そ こ で は く も の 〉 の 存在 は、独 立 の 実 在 性 は 離れ つ つ も な ほ 自我 に 対 して或 る意 味 の 対立 を保

っ とい ふ 中間的性格 」
〈51 ）

を 持つ 。そ れ が 「客体」 と し て の 存在で あ る 、「もの 」 の 分化 は 、「自然的 に 対 す る精神

的生 活 の 成立 、文 化 の 建 設 」
（’52）を 意味 す る。か く して 「文 化 の 立 場」 に お い て、「もの 」 は 客体 と して 固定 され

る。こ れ に対 し 「物件化 」 を拒 み、「主 体 と し て の 存在 を飽 く ま で も 固守す る もの 、〈 もの 〉 の 世 界 に 手 段 と し

て 道 具 と して の 意 味 づ け を な す も の 、真 の 中心 と して 内容 に 表 現 性 象 徴 性 を 与 へ る もの 、真 に語 り あふ も の 」
（53）

が あ り、こ の 「人 格 と人 格 の 共 同態 に 於 て こ そ 世界 の 真の 実在的内 容 は 成 立 つ 」
（54）

と い わ れ る。

　文 化 と は、「直接性 よ り来 る 自己破滅 を 免 れ 共 存共栄に 於 て 自己 の 実在 性 を 従 つ て 相 互 の 実 在的交 渉を 維持 し

よ うとする」
c55）

間接的存在 で あ り、そうい うもの と して 「それは全 く不安定均衡 の 位 置に 置か れ る」
（55）。「自然

的世界 に基 礎 と根 拠 と を有 す る 限 り、そ れ は徹頭徹尾 自己 矛 盾 に 貫か れ て 」
〔55 ）い る 。 こ の 不安 定 均衡 に あ っ て 「自

然的生への 逆転 」
 

を食 い 止 め る た め に は、「精神的要素」 を 「自然的世界 よ り全く遊離せ し め」
（57）

そ の 「自由

と独 立 性 と優越 性 と を確 立 し貫 徹 」
（57）しな け れ ば な らな い 。そ れ が イ デ ア リス ム の 立 場 で あ る。

　 「イ デア リス ム 」 は、文化を文化た らしめ る精神的要 素、すなわち 「イ デア 」 を 「そ れ の 独立性 と優越性 と に

於 て 捉 へ 遊 離 せ し め る も の 」
（5S）

で あ る。そ れ は 反 省 の 立 場 、す な わ ち 主 体 の 自己 理 解 の 立 場 を 「純 粋な る相 に 於

て 主張 し貫徹す る もの 」
15s）

で あ る。こ の 立 場で の 主体の 態度 と行為の 特質は 「自由」 に あ る D そ の 「自由コ に お

い て 主 体 は態度決定 ・意思 決 定 の 主 体 と な り、ま た 「自己理 解の 顕 在性 と独 立 性 」
C59）

と を獲 得 す る。か く して 「自

我」 となっ た主体の 「あらゆ る 行為は く 自己 実現 〉 と して の 意味を最 も根源的の もの と して 発揮す る」
  。こ の

「自己 実現 ］ は 「他 者従つ て 与 へ られ る も の を く 形 作 る 〉 こ と、そ れ に 自己 を 与 へ る こ と に よつ て 又 自己 を形 作

る こ と」
 

で ある 。 文化 の 立 場 は 、こ うした 「イ デ ア リス ム 」 にお い て 徹底 され る。そ こ で は 「〈 他者 〉 と し て

の 客体世界 は一
般 的 に 可 能的 自己 を意味 し、更 に そ の

一
般的 可能世 界 の うち に 狭義 の 可能的 自己 即 ち形相 とそ れ

の 他者 た る資料 との 区別 乃 至 分離」
  を生 じ、主 体 の 行為 は単に 「可 能的 自 己 の 実現」

〔6D で ある に と どま らず、

「優秀なる 高級なる 自己 の 実現］
（61）

とな る。そ れ は 「形相 の み イデ ア の み の 世界 の 確 立及 び 実現」
C62）

に他 なら

な い 。か く して 「客 体 的 世 界 の 目的 手 段 と して 意 味 を 与 へ る もの は主 体 （自我 ） の 自 己 実 現 」
 

で あ る か ら、そ
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こ で は 「一切 が 主 体 の 勢力 範 囲 に 入 り、そ れ の 所有 に 帰 しそ れ の 状態 と化す る」
C53）

こ と に な る。し か し こ の よ う

に 「他者 と して の 客体 が 自我 の うち に全 く取入れ られるこ と」
｛fi3｝

は、自我 に とつ て 却つ て 自滅で ある。か く して

イ デ ア リス ム は、「文 化 の 世 界 を擁 護 確 保 す べ き任務 を負 は され て 居 る に 拘 らず、文 化 の 立 場 そ の もの の 不 安定

均衡を除き難 きの み か 、自らも崩壊の 渦 中に 巻き込 ま れ る を免 れ 難 い 」
  とい うこ とに な るD

　以 上 、自然的 生 か ら主 体 の 自覚 的 ・文 化 的 存 在 へ の 進 展 の 必 然 性 が 論 じ られ 、さ ら に 「人 格 」 の 立 場 の 検討 を

通 して 、それが 「主体の 共同態」 に お い て 成立 す る こ とが 明 らか に され た。そ して 「自我 の 成立 と と もに く 他 者

〉 の 実在性 の 確立」
  が要 求 され た の で あ る。しか し、こ の こ とは 「イ デ ア リス ム 」 を め ぐっ て 見 られ た よ うに 、

文化 の 立 場を固 守 し よ う とす る 限 り不 可 能で あ る。「自我 の 自己 実現 」
〈65）

とい うそ の 立 場 に お い て は、「実在す る

他者は 存在 し得 な い 」
c6s）。した が っ て 「主 体 の 共 同態」 は 「文 化」 の 段 階 を越 え て 、「他者 の 実在性を、自我 よ

り導 き 出 し得 ぬ 根源的事実 と し て 前提 し、そ れ を原 理 と し 制約 と し 出発 点 とす る行 為 及 び 生 に お い て初 め て 成 立

ち得 る 」
（65）。そ れ が  の 「愛」 の 立 場 で あ る。

　愛 は 人 格 の 成 立根 拠 で あ る 。 先 述 の よ うに 人格 は 「そ の 成 立 の た め に共 同 態 を必 要」
  と し、「従 っ て 我 と汝

と、自己 と他者 との 共 同」
（66 ）を 本質 とす る が、「他者 」、「実在す る他者」

（6T ）、「主 体 と して の 他者」
c67）を我 々 は

「愛 」 にお い て は じめ て 見 出 す。「愛 」 は
一

般 的 に は 「他 者 との 生 の 共 同 」
  で あ る。そ れ は 生 の 秩 序 の 三 段 階

一
自然 ・文化 ・道徳 （主体 ・自我 ・人格）を持 つ 。すなわ ちそれ は 「他者 の 実在性 を破棄 して 自己 の 実在性 の み

を貫 徹 す る 」
（69）

とい うあ り方 で あ り、「エ ピテ ユ ミア （欲 求 ）」 と呼 ば れ る。第 二 の 段 階、文 化 的 生 の 段 階 にお い

て は 「他者 は 自我の 客体 と して 」
（69）、言い 換 え れ ば 「イ デ ア 的観念的実在 」

（69 ）と して 自己 に 対す る。そ の 段 階

が 「エ ロ ース 」 で あ り、そ こ で は イ デ ア と の 合
一

が 目指 され る。こ の 場合他者 は 「自我 の 自己 実現 の 契機 」
（69）

と して の 意味 しか 持たない 。第 三 の 段階に お ける 「愛」、「ア ガ ペ ー
」 は前 二 者 と根本的 に性格 が 異なる。それ は

「実在す る他 者に 出発 点基 点 を有 し、従つ て 他者の 実 在性 を 基本 的前提 とす る こ と に よ っ て 成立 っ 生の 共 同」
 

で あ る。そ こ で は 「生 及 び 其 の 運 動は い つ も他者 よ り発 し 他者 に も とつ く」
  。こ の よ うな他者 は 「主 体 と し て

実在 と して存在」
 

す る。「人格及 び 人 格 性 」
（71 ）は、こ の ア ガペ ーに お い て は じめ て成立 す る。

　 こ う し た 「ア ガ ペ ー
」 と し て の 「愛」 は、博愛 ・人 類愛な ど と 混同 され て は な らな い 。ア ガペ ー

は 「博 く遍 ね

く人 に 及 ぼす 」
CT2）と い うもの で な く、「本質上 、主 体 との 従つ て 個体 との 共 同 と して 」

c7z）
成 り立 っ 。

「く わ た く

し 〉 とく あ なた 〉 と 、く わ れ 〉 と く 汝 〉 と の 共同 と し て 」
  、「人 格」 の 「〈 私 〉 的な 交渉 と し て 1  

成 り 立っ 。

そ れ は、反価値
・
低価値 を 成 立 の 原 理 とす る 憐憫

・慈悲等 と同
一

視 され て は な ら な い
。

「ア ガペ ー
」 は 、「他 者 そ

の もの 入 格 そ の もの と の 間 に 成 立 っ 生 の 共 剛
 

で あ るか ら、他 者の 「価値如何は 全 く問ふ と こ ろ で は ない 」
［73）。

それ は 「単純 に 、他者 に よつ て 規定せ られ る こ と、他者 の 要求に 従ふ こ と」
 

で あ り、「す な ほ に ひ た す らに 他

者 よ り し て 生 き る こ と」
（74）が そ の 真の 精神 で あ る。

　か くして ア ガ ペ ーにお い て 「主 体 と主 体 との 実在的 共 同、従 っ て 人 格 と道徳」
c7s）とが 成立 す る こ と、ま た そ れ

が 「他者 の 実現を意味す る もの と して 、単な る人間性 単なる 自己規定 自己 実現 の 超越克服を必要 とす るこ と」
 

が 明 らか に され た。しか し、人 格 性 は人 間性 の 基 礎 の 上 に 立 ち、「自 己実 現 は 他 者 実現 の 成 立 の 必 須 条 件 」
  で

あ る。そ こ か ら 「道徳」 に お け る 二 三 の 問題があらわに な る。先ず 「道徳 」 は 「〈 要求 〉 または く 命令 〉 の 契機

を 含む 」
  。「自我 と他者 の 共 同」

〔77 ）
は 、「自我 の 自 己規 定 」

  、す な わ ち 「他 者 に よっ て 規 定 され る と して 自

己 を規定す る 働 き を、自我が成遂げ る」
 

と い う 「自由の 行為 」
 

を介 して 成 立 す る。そ こ に人 格的関係 は 成

り立 ち得 る の で あ る。こ の よ うな 要 求 に よ っ て 表現 され る 他者 は 「実在 的 他 者 」
（79）

で あ る か ら、そ の 「要 求及 び

命令 は 犯 し難 き く 権威 〉 の 性格 」
（T9）

を持 つ 。自我の 働 き は 自己規定 ・自己 表現で あ るが、その 「自己」 は他者 の

要求 ・命令
・
権威 と同

一
で あ り、他者 よ り与 え られ た 自己 、他 者 と と も に 他者 に お い て あ る 自己 で あ る。そ の よ

うな 「自己 に 於 て の み く 責任 〉 は 可 能 」
  で あ る 。 す な わ ち 「実在 と し て の 他者 」

〔81）
に 自我 が 出 会 い 、そ の 自

己 規定自己 実現が 「他者 との 交渉及び 共 同に於 て 」
（81 ）

行 われ る場合 に の み責任 は 成 り立 つ 。良心 と は こ う した 責

任 感 に 他 な らな い
。 要 す る に 「道徳的善悪 は 実在す る他者 と の 交渉 に 於て は じ め て 成立 ち得 る 事柄」

（81 ＞
で あ る。

5 ．神聖性

　 「人 格 」 は そ の 成立 の た め に 共 同 態 を必 要 と し、共 同 態は 自己 と実在 と し て の 他者、特 に 絶対的実在 と し て の

他 者 との 生 の 共 同 た る 「愛 」 に お い て 真 の 意味 で成 立 す る。そ の 曖 亅 の 「安住すべ き住家」
CS2）

は 「宗教」 で あ
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笠 井 ： 波 多野 精 一『宗 教 哲 学 』に お け る 「神 」 に つ い て

る。そ れ が 「人 格主義の 宗教 」
［S2）

で あ る こ とは い うま で も な い 。そ の あ り方 を 波多野 は 「他者 に 於て 、他 者 よ り

して 、他 者 の 力 に よ つ て 生 き る 」
（S3）と表現す る ，そ こ で は じ め て 「宗教の 特異性 を構成す る、本 質的 な る 諸特 徴、

例 えば神聖 性 ・永遠性等 の 諸観念 」
〈84）が理 解 され る。

　  の 「神聖性 亅 に つ い て 、そ れ が 「実在性」 と 「極 め て 親密な る内面 的連関」
｛ss ）に あ り、見 方 に よ っ て は 「本

質的 に全 く同
一

の 事柄 を意味す る」
（es）

こ とが 指 摘 され る 。 実 在性 は 、先 に 「他者性 」 と して 理 解 され た。「他者

性 」 は 、性質 と し て 、また 客体と し て 考え得 る が 、そ の 「最 も徹底的最 も根源的なる 」
（U6 ）本 質は 「実 在性 1 で あ

る 。 こ の 意味で の 「他者 1、絶対 的 実 在 と して の 「他者 」 が 「神 」 で あ る。「こ の 高次的 絶対的実在性 」
〔S7）、「真

に 実在的な る他者性 ・超越性」
（8η が 「神聖性 」 に 他な らな い と い う。真に 実在す る もの と し て の 他 者 は、「自我

が 、主体が、そ れ を 自己 と して 処 理 し乃至 自己 の うち に 取入れ る を 許 さぬ 」
（8S）

もの で ある。「実在性 は 実在性 と

し て の 権威を尊厳 とを発揮 し維持す る ］
（8s）。そ の 意味で 、聖なる もの は 「全く他なる もの 」

（89）
で あ り、「全 く理

解 を超 越 す る もの 」
（B9 ）

で あ る 。 しか し こ の よ うに い う時、絶対的 他者 は 「比 較や理 解 の 領域 に 入 り込み、性質的

他者 として 」 表現 されて い る。そ して そ こ で は 価値が 「最も重要な る観点と契機 」
（9°｝

とな り、「神聖性」 は 「絶

対 的 価値 」 を意 味す る こ と とな る。「絶対的実在性 の 故 に 神 聖 性 は 絶対的価値 を なす 」
｛90）

の で あ る 。さ らに そ の

こ とは、「神 聖 性 と人 格性 と の
一

致」
（90）を も意味す る。「人 格主義 の 宗教」

‘9D
とい わ れ る所 以 で あ る。

　 人 格主義は 「実在的他者 と の 関係 を出発 点 と し 原 理 と す る」
（91）

に 対 して 、「擬入 観」 は 神 を 「客体的他者 」
（92）

とす る 。 しか も哲学 の 立場、す な わ ち 「反省 の 立 場 に 立 ちつ つ 体 験 を表 現 し よ う とす る」
（93 ）立 場 に お い て は 、我 々

は 常に 「人 間性 の 立 場 に 立 ち、人 間 に 思想人 間の 言語 」
（93 ）

を用 い な けれ ば な らぬ。そ の 意味で 擬 人 観 は 避 け が た

い 。 しか し 「啓示 」が それ を克服す る 。 啓示 の 立 場 にお い て は 「人 間性 は媒介以 上 の 役 目t （93）を演じない 。 そ こ

で は 実在は 人 間性 に 対 し て 超越的 で あ る。「超越的超人 間的な る もの の 内在化 人 間化 」
  が 「啓示 」 で あ る．「神

の 言葉は い つ も人の 言葉 で あ る が、人 の 言葉 は 必 ず し も神 の 言葉で は な い 」
 

。
こ の 「啓 示 に於 て 象 徴 に 於 て 生

き る」
c94）

こ とが 「実在者 との 交 り神 との 交 り」
（94）

に あ る こ とで あ る。我 々 の 行為 は い っ も自己 実現 ・自己 形成

で あ るが、神 との 交 りに お い て は 1そ れ の 自己性 を克 服 し、否む し ろ克服 され て 、他者 の 言葉他者 の 印」
C94）と な

り、「自己 並び に そ れ の 内容 は そ れ 自らとし て は 無 に帰 し、奥な る超越的なる 実在者 の 象徴 と し て 新た に 生 きか

え る 」
C94）

の で あ る。宗教 は 「か くの 如 き 行為か くの 如 き 体験の 徹 底 した る もの に他 な らぬ 」
〈94）と波 多 野 は い う。

　か く して 「擬 人 観 」 は、人 格主義 に よ っ て 克服 され る。「元 来純粋 に、徹底的 に、実在的で あり、従 つ て 純粋

に 徹底的 に 、象徴的な る もの は 、そ れ 自ら と し て 客体的 表 現 を全 然超 越 し、従つ て 反 省 の 立 場 に 於 て は、比 喩 に

由 る外 に途 が な い 」
〔95 ）

。 厳 密 な 意味 で の 象徴性 （実在性 ・超 越性 ）の 帰結 と して、「第 二 段 的象徴性 （比 喩 的表

現 性 ）」
C96）が 成 立 す る の で あ る。「神 の 実在性 ・人 格性 ・力 と して の 神 ・愛 と し て の 神 ・神 の 怒 り ・神 の 義」

C96）

とい っ た表 現 も、こ う した 比 喩 的表 現 の 例 に 過 ぎ な い 。そ れ ゆ え、如 何 な る宗教的表 象 も、そ の 「内容の 意義 と

価値 と は 根源的象徴性 に 関係 づ け て 解釈 」
（96）

し な けれ ば な ら な い。

　 「神 秘 主 義」 も擬 人 観 を 克服 し よ う と す る。そ こ で 自我 は 「絶対的実在 と直接的合
一

」
働 を 遂げ、そ れ に よっ

て 人間性 を徹底的 に超 え よ うとす る。しか し直接性 の 立 場 に お い て は 「実在的他 者 は い つ こ に も あ り得 ない 」
（98）．

直接 的合
一

を遂げ得 る もの は、実 は 「客 体的観念的他 者 」
｛97）

に 過 ぎな い 。「主 体は 実在的他者 と は 象徴 を通 じて

の み 接触 し得る」
〈97 ）

の で あ る。「絶対的他者 に 直面 し、そ れ の 威力 に 直接す る 自我 は 、他者の 無 限 性 と 自己 の 有

限性 とを あ は せ て 共 に体 験 」
（99 ）

す る。そ れ が 「神秘 主 義」 の 真理 内容 で あ る。そ の 体験 は 、「直接性 を克服 し象

徴を通 じて 関係交渉を遂げる 場合 に の み、更に 換言すれば 、人格 と して 入格的共 同に 於て 立 っ 場合に の み 、成立

し維 持 し得 る」
（99 ）

体 験 で あ り、「自我 が神 を く 汝 〉 ・く あ な た 〉 と呼 び 得 る 間 柄 に於 て 、被造者 と し て の 創造者

との 交わ りに於 て 1  
は じ め て 可能な体験 で あ る。「自我は 絶対的実在者 に 向ひ 、それ と語 り、否寧 ろ そ れ に よ

っ て 語 りか け られ つ つ 、自己 を無 に 等 しき も の と して 体験す る」
〔leo）。こ の 「絶対 的実在者 の 神聖性」

cloe）
こ そ 「創

造 者 の 体験 の 核心」
（1DD）

で あ る。こ こ に 神聖性 が、愛 と 「内面 的必然的連関」
“Oo）

に あ る こ と、「愛 と して の み成

立 ち 得 る こ と」
脚 ）が 知 られ る。

6 ．おわ りに

　 『宗教哲学』に おける波多野 の 「神 」 に 関する論述 の 展開を振 り返 る と、そ こ に は 体験 の 内 面性 を そ の 深 み へ

と掘 り進 み つ つ 、よ り高 次 の 段 階 へ 上 昇 す る と言 う運 動 が 見 られ る。一
つ の 段 階 は、そ の 極限 で 次 な る 段 階 へ の
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契 機 と な り、さ らに 上 方 へ の 飛 躍が な され る 。 す なわ ち、

　　それ は あ た か も、波多野 が こ よな く愛 し、著作 の 中で も折 に 言及 され る ダ ン テ の 『神曲』に お い て 、く らや

　　み の 森 か ら地獄 へ と 下 降 し た 詩人 が 天 上 界 へ 上 昇 す るか の ご と く で あ る
（1°1）。

　波多 野 は、『宗教哲学』に お い て 、高次 の 実在 主 義、人格主義、徹底的象徴主義 と い っ た 特 色 あ る 思 想 を整 然

た る論 理 的構成 の もと に 展開 し た。そ こ で は、人 間 の 生 の 相 を 自然 的 生 ・文 化 的 生 ・宗 教的生 と し て 捉 え、そ れ

ぞ れ の 本 質 を 明 らか に しつ つ 、それ が 究極的 に は 宗教的生 にお い て 真 の 意味で 完成 され る こ とを 論 じて い る。現

実 の 世界 に 存在す る様 々 の 宗教や思想 を 視野 に 収 め な が ら、そ の あ る べ き姿を 人格 主義 の 立 場 に お い て 見 出 す の

で あ る 。 しか も緻密な弁証 の 拠 り所 とす る の は、高次 の 実在体験 と して の 「神 の 宗 教的体験」 で あ る。つ ま り、

　　波多 野 に と っ て 宗教の 本来の 立 場 は 人 格 主 義に あ る か ら、〈 神秘主義的体験 〉 は
一

般 に、宗 教的生 の 入 り口

　　を扼 す る もの
〔102）

で あ る。人 間 の 文 化 的生 の 最高段 階 と して の イ デア リス ム や 神秘 主義 の 立場 を も超 え る人格主義 の 宗教 の 立場 に

こ そ、真 に 究極 の あ り方 が あ る とする 主張 は、そ の 背 後 に あ る波多野自身の キ リス ト教信仰 を 超 え て 、強 い 説得

力 と真理 性 を示 す もの で あ る と い え よ う。

註

（正）テ キ ス トは 『波多

　 　 野 精
一

全 集 　第

　 　 四 巻』岩波書店、

　 　 1968年を使用 し、

　　 頁数 を記 す 。
5 頁。

（2 ） 7 頁 Q

（3 ） 16頁。

（4 ） 18 頁。

（5） 22頁 。

（6 ） 27 頁。

（7） 28頁 。

（8 ）29 頁，

（9 ） 32 頁。

（10） 33頁。

（11）　34頁 。

（12） 35頁。

（13）　36頁。

（14） 47頁、

（15） 48 頁。

（16＞52頁。

（17＞ 53 頁。

（18）　54頁 p

（19）67 頁。

（20）　68頁。

（21）　68− 69 頁 o

（22） 70頁。

（23）78頁。

（24）　79頁。

（25） 80頁。

（26） 85頁。

（27） 84頁。

（28）85 頁。

（29）92 頁。

（30）95 頁，

（31） 96頁。

（32）　98 頁。

（33）　100 頁 o

（34） 108 頁 D

（35） 110 頁 p

（36） 115 頁 。

（37）　116 頁。

〔38） 117頁 。

（39）　122 頁 o

（40） 123頁。

（41） 125頁。

〔42 ） 126 頁 。

（43）　127頁 o

（44 ）　128 頁 q

（45） 129− 130 頁。

（46）　13Q 頁。

（47）　正36 頁o

（48） 137 頁。

（49）　144 頁。

（50）　146 頁 q

（51）　147 頁。

（52）　150 頁 o

（53） 155頁。

（54）156頁。

（55）　157 頁。

（56） 159頁。

（57） 160頁。

（58）　162頁 o

（59） 164 頁。

（60）　167 頁o

（61） 168 頁。

（62） 169 頁。

（63） 170 頁。

（64）　172 頁。

（65） 182 頁。

（66）　184 頁。

（67） 186 頁 。

（68） r87 頁。

（69） 188 頁 。

（70）　190 頁 o

（71） 191 頁p

（72）　192 頁 D

（73） tg3 頁 。

（74）　194 頁。

（75） 199 頁。

（76） 200 頁。

（77） 201 頁。

（78）　200− 201 頁 o

（79）202 頁。

（80）203 頁。

（8D 　 204 頁。

（82）　212 頁 o

（83）216 頁 p

（84） 217 頁、

（85） 218 頁。

（86）　221 頁。

（87）　222 頁。

（88）　223 頁。

（89）　224 頁。

（90）　225 頁。

（91）227 頁。

（92）228 頁。

（93）230 頁。

（94）231 頁。

（95）231− 232 頁 。

（96）232 頁。

（97）　234 頁。

（98） 236 頁。

（99） 238 頁。

（100）　239 頁 。

（10D 安藤恵崇 「時 と

　　 　永遠への 思索
一

　　 　波多野精
一一

」、

　　　藤田正 勝編 『日

　　 　本近代思想 を学

　　 　 ぶ 人 の た め に』

　　 　 世界思想社所収、

　　 　 1997年 、128 頁 e

（102）湯浅泰雄 『近代 日

　　 本 の 哲学 と実存思

　　 想』　倉［J文社二、　1970

　　 年、93 頁。

一82 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


