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ヒ ュ
ー ム宗教論と寛容の 問題

小林　優子 （東京大学大学院博士後期課程 ・ 日本学術振興会特別研究員）

灘 攤 窪懇…爨 1覊…；ll、望，、，重難驪聽i篝 嚢鑵
　 宗教改革 を経た 後 の 近 代 ヨ ー ロ ッ パ に お い て 、

異 なる 宗教 を信 じる人 々 の 間に は緊張ある い は対

立 が生 じた 。 宗 教の 違 い に 由来す る衝突 を防 ぎ、

穏 や か な秩序を保 つ た め の 手段の ひ とつ に寛容が

あ り、 多 くの 論者が 寛容 を重要 な課題 ある い は争

点 とみ な して きた 。

　 寛容 論と懐 疑主義は 親和的で ある と一般 に考え

られ て お りω 、宗教 論に お い て懐疑主義的議論を

展開した ヒ ュ
ーム も、寛容 を支持 して い た と理解

される こ とが あ る 。 しか し、 ロ ッ ク ら寛容論 の 代

表 的 な論者 たち とは異 な り、 ヒ ュ
ーム は明示 的 に

寛 容 論を展開 して い る とは い えな い 。 『イ ン グ ラ

ン ド史』の 歴 史 の 叙述 の な か で 寛容 に つ い て ふ れ

る こ とはある もの の 、 ヒ ュ
ーム 自身の 主張が そ こ

で 明確 に示 されて い る とは言 い が た い
。 例 えば U

ッ ク の 寛容 論 に示 され て い る よ うな 「良心 の 自

中」 とい う考え方や 、 国家 と教 会の 分離 に つ い て

も ヒ ュ
ーム は 支持 して い ない よ うに 思われ 、 む し

ろ 彼は 、聖職者の 活動を政治が 制限すべ きと い う

こ とを述べ て さ えい る 。

　 そ れ で は、ヒ ュ
ー

ム は寛容 と い う西欧 近代 の 重

要テ
ー

マ 、お よび それが 解決 し よ うと 目指 して い

た宗教対立 の 問題 を、考察 の 対象 と しなか っ た か

とい えば決 して そ うで は な い 。彼は 異な る宗教の

問で生 じる争い に強 い 関心 を示 し 、 そ し て 宗教 対

立 を忌 避する た め の 手段 とし て 寛 容 とは少 々 異 な

る 種類 の 議論 を展 開 して い る よ うに 思 わ れ る 。 本

稿は、宗教対立 に 関す る ヒ ュ
ー

ム の 考察 を 、 その

宗教論の テ キ ス i・の 分析に よ っ て 明 らか にす る こ

とを 目的 とする  
。 宗教対立 に 関す る ヒ ュ

ーム の

考え の 全 体を明 らか に す るた め には 、宗教論だ け

で な く彼の政治論にお ける考察 も参照する必 要が

ある 。 た だ し 、 本稿 は紙幅 が限 られて い る の で 、

そ こ ま で 議論 を広 げる こ とはで きな い 。 まず は 、

彼 の 宗教 に 関す る考えが もっ とも鮮 や か にあ らわ

れ て い る宗教 論 の テ キ ス トにお い て 宗教 対 、kの 問

題 に ヒ ュ
ーム が どの よ うに応答 して い るか を示 す

こ とが 、重要で ある と私 は考える 。

　本稿 の 議論の 流 れ は 次の とお りで ある 、 は じめ

に 論説 「党派対 耐 こつ い て」を検討し、迫害や宗

教戦 争の よ うな激 し い 対立 が 生 じ る原因 と して 、

聖 職者 が 白ら の 利益 の た め に 人 々 の 問に憎悪 を生

じさせ る こ と と 、 宗教 に関す る哲学 的議論 が 人 々

の 問 に激 し い 対立 を もた らすこ との 二 点を、 ヒ ュ

ー
ム が 重視 し て い る こ とを確認す る 。 そ して 、第

一
の 原因 に関す る ヒ ュ

ーム の 考えを明 らか にする

（第
一

章）。 次 に 第 二 の 原 因に つ い て 、
ヒ ュ

ー ム が

その 宗教論全 体で 応 答し て い る と読め る こ とを明

らか にす る （第 二 章 、 三 章）。 こ こ まで の 考察 に

よ り、 宗 教対 立 を激化 させ る二 つ の 原 因を宗教 か

ら分 離 させ る こ とが可能だ と ヒ ュ
ーム が考えて い

たこ とが示 され るが 、 その 背景 に は 、 ヒ ュ
ーム が

い わ ば 宗教 の 本来 の 姿 とそれ に 付 随す る 非本質的

要 素 と の 区分 を行 っ て い る とい うこ とがあ る 。 こ

の 区分 を 、
つ ぎに ヒ ュ

ーム宗教論 にお ける 「真の

宗教」 の 議論 に 関連付 けて 考察 し、 ヒ ュ
ー ム が 宗

教 を論 じる と きに前提 に し て い る宗教観を 明 らか

にす る （第四 章 ）。 最 後 に、ヒ ュ
ー

ム が 宗教 対 立

に つ い て 展 開 し た議論の 意義を 、 近代哲学 に お け

る寛 容 の 問題 と の 比 較 に お い て 明 らか にす る （第

五 章）。 結 論 を さ きに述 べ て お くな らば、ヒ ュ
ー

ム 宗 教論 は 、 積極 的な寛容 を擁 護す る もの で は な

い 。 しか し なが ら、不寛容の 原 因 を宗教か ら分離

し平和 共存 を可 能に す る 方策を示す こ とで 、 彼 は

寛容 の 問題 を解 消 した と い える の で ある。

＿ ＿ 韆韈
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1．1　 宗教対立の 性質

　 は じ め に 『論 集 （E53α ソ5　M ω 鼠 Political，　and

LiteraiJ；）』（31
に所収 され て い る論説 「党派対立 に

つ い て （Of　Parties　in　General）」 を検討 す る 。 ヒ

ュ
ー ム は こ の 論説 に お い て 、 党派対 就

一
般 に つ い

て 考察 を行 うなかで 、 宗教的対立 の 性質 と原 因 に

つ い て 論 じる 。 彼 の 分 類 に よ れ ば 、 宗 教 対 立 は

「実 質的 （rea1 ）」 な対立 で、そ の な かで も と りわ

け 「原理 に よ る （from　principle ）」対 立 で あ る 。

「実 質 的」 な対 i7i とは、意 見や 利益 の 相 違 に基 づ

く対立 で あ り、ヒ ュ
ーム は こ れ を さ らに 三 つ に分

類す る 。 「利害に 基づ くもの 」、「原理 に基 づ くも

の 」、 そ して 「感情に 基づ くもの 」で あ る 。 宗教

対 iJtlは 、

一
般 の 人 び と に関 して は

一一
聖 職者 に つ

い て は後 に述べ る
一一 原理 に基づ く対立で ある 。

　 「実 質的」で 「原理 」の 相違 に基 づ くと い う点

で 共通 して い る別の 種 類の 対立 と して 、ヒ ュ
ーム

は 政 治 の 原 理 に 関 す る 対 i）1を 挙 げ て い る

（Parties．60）。 宗教 対立 と比 較 す る た め に 、 こ れ

に つ い て も見て お く。 ヒ ュ
ーム に よれ ば、支配権

があ る人 間、ある い はある家系 に存す る と考 える

入が、別 の 入 間や 家系 に支 配権 を帰属 させ よ うと

す る 人 に 同調す る こ とは 困難で ある 。 しか し支配

権は 統
一

しなければな らな い 。 したが っ て 、 政治

の 原 理 を異 に す る人び との 間の 対 立 は不 可避 とい

う こ とに なる 。

　 こ れ に対 し宗教 の 原理の 相違 は、政治の 場合 と

は 異な り、そ れ の み で は 激 しい 対立 を生 まな い も

の で あ る 。 と は い え、異なる 宗教 の 原理 を もつ 人

に対 し て 、 否定的 な感情 を もつ 傾 向が 人間に は あ

る こ と を、 ヒ ュ
ー

ム も認 め て い る 。 人 の 心 は 、 意

見が 致 する こ とで 驚 くほ ど元 気付 け られ る が 、

意見が 反対 で ある こ と に は衝撃 を受け困惑 す る も

の で あ る。特 に宗教 に 関す る意見の 場 合 、 自 ら と

異 な る 原理 を支持す る入 に対 して は 穏や か で い ら

れ ず、相 手 に 「つ かみ か か る 」 ほ ど に 感 情 が 動

く。「こ の 原 理 は 人 間 本 性 に お い て 普 遍 的 」

（Parties．61）で あ り、 ヒ ュ
ーム に よれ ば 、 こ れ が

す べ て の 宗 教 戦 争 と宗 教対 立 の 源 に あ る 。 しか

繕
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し、 こ の 原理 は 、 ただ それの みで は 、 暴力 を伴 う

よ うな激 し い 対立 を生 み うる よ うな もの で は な い

の で あ る 。

　それで は 、 ど の よ うに して 宗教戦争の よ うな激

しい 対立が 生 じるの か 。 ヒ ュ
ーム は 、 F．で 述べ た

人 間 本 性 の 原 理 に 加 え て 、 偶 然 的 な 原 因

（accidental 　causes ）が 存 在 す る と きに 、対立 が

生 じ悲惨 な事態 に至 る と論 じる 。

1．2　 宗数対立の原 因

　偶然 的 な原 因 と して 、ヒ ュ
ーム は 次の 二 つ を挙

げる 。 第一
に、聖職者の 行動で ある 。 権威 をもつ

聖職者た ちが 、過激な感情 と行動 を人 びとの 問に

浸透させ る こ とが 、激 しい 迫害を生 じさせ る原 因

の
一一一

つ で ある 。 聖 職者 た ち は 自ら の 利益 を求め 、

信 じる宗教が 異 なる 人び と の 問に 強 い 感情 的な対

立 を作 り出す。聖職 者た ちが 宗教対立に 関与する

とき 、 彼 らが行 っ て い る こ と は実際に は 「原理 に

基づ く対立 」で は な く、「利 害に基づ く対 、Z」で

あ る （Parties．62）。
つ ま り宗教 的 原理の 違 い に 、

聖 職 者た ちの 利 害対立 が 加わ る こ とで 、 激 し い 宗

教対 立が生 じると ヒ ュ
ーム は考える 。

　 もうひ とつ の 原因は、哲学に かか わる もの で あ

る 。 ヒ ュ
ーム に よれば 、 キ リ ス ト教 は哲学と結 び

つ き、説教師 た ちは 「思 弁的な 見解の シ ス テ ム 」

を構築せ ざる をえなか っ た 。 すなわち、論証 と学

問 にお け る微 妙 さ を も っ て 信仰箇 条 の 分類、説

明、注 釈 、誤 りの 論破 な どをせ ざる をえな か っ

た 。 そ の こ とで 、 信仰の 合理 性 を論 証 しよ うと し

た の で ある 。 哲学 と密接 なか か わ りを もっ て い た

宗教が 複 数 の 宗派 に分裂す る と、各派 の 問で哲 学

的な論争が 生 じ る よ うに な る （Parties．62）。 自 ら

の 宗 派の 合理性 を論証 し 、 それ以 外の 宗派 を不 合

理 で あ る とみ な し批 判す る と い うこ とが 各宗教間

で 行 われ、論争は 激化す る 。 こ の 論争上 の 対立が

聖職者 た ちの 利害対立 に 加 わ る と 、 宗教 の 異 なる

人 び と の 問に憎悪 と反 感が 生 じる ようにな り、 そ

う して 宗教戦争 の よ うな悲惨 な対立が 生 じる の で

あ る 。

　 哲学 的な議論の 激 しさ とは ど の よ うな こ とか 。

ヒ ュ
ーム の テ キ ス トに、少 し言 葉 を補 っ て 考 え

N 工工
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る 。 哲学 にお い て 論証 を行 うとき 、 そ こ で は一般

的 に、普遍妥 当性 を もつ 唯
一
の 真理が 存在 し 、 そ

れ 以外 は偽で あ る こ とが 前提 され て い る 。 論証 に

よ っ て示 された真理 は誰 に とっ て も真で ある はず

で あ り、偽 と さ れ た もの は 排 除 す べ き も の で あ

る 。 つ ま り真 理の 概念 を用 い る こ とに は 、排他性

が 伴う。

　宗教 と哲学が 結 び つ き 、 信ず る もの に つ い て 真

偽の 概念で 論 じる こ とが 適切 と され 、 そ して 人は

真なる信念を もつ べ きと考 え られ る よ うにな るな

らば 、 真 とさ れ た信仰 箇条 を もつ 宗教あ る い は宗

派 以外の もの は偽 で あ り、 ゆ え に排 除す べ きもの

に な る 。 そ うし て 強 い 不 寛容 が 生 じ る 。
つ ま り、

宗教対立 の 第二 の 原因 に つ い て の ヒ ュ
ーム の 考察

は 、 信仰 は合理 的 な信 念 で あ るべ き とみ なす こ

と 、 そ して 不 合理 な信 念 を もつ 者 へ 知的 な否認の

二 つ が そろ うと 、 強 い 不寛 容 に つ ながる とい うこ

と で あ る 。

　 以上 が 、 宗教対立 の 性 質 と原 因に つ い て の ヒ ュ

ーム の 議論で ある 。 宗 教の 相違 はただちに は 激 し

い 対立 を伴 うもの で はな い 。 こ れ に 二 つ の 別の種

類 の 対立、す なわち聖 職者 の 利 害対立 と、知的な

議 論 の 上 で の 対 立が重 なる こ とで 、激 し い 宗教対

吃は生 じる 。 よ っ て 、 もし こ れ ら二 つ の 対立 を宗

教か ら分離す る こ とが で きる な らば、異 な る宗教

を信 じる 人び との 間で の 激 し い 対立 は生 じな い と

い うこ と に な る 。 こ の 二 つ の 偶然 的原因 を宗教 か

ら切 り離すべ く、 ヒ ュ
ーム は そ れ ぞれ に つ い て 議

論を行 っ て い る の で あ る 。

1．3　 宗教対立 を激化 させ る第一の原因 ： 聖 職者

　宗教 対立 の 第
．・

の 原 因 で ある 聖 職 者 へ の 批 判

を、ヒ ュ
ーム は他 の 文献 で 繰 り返 し行 っ て い る 。

た とえば死 後に 出版 された論説 「魂 の不死 性 に つ

い て （Oll　the　Immortality 　of 　the　Soui）」 （SE324−

31）で は 、 聖 職者は 生計の 路 を得 る た め 、さら に

権力 と冨 を獲 得す るた め に、来世 に 関 す る恐怖 を

人び とに うえつ け る と ヒ ュ
ーム は述 べ る 。 聖職者

た ち は そ うし て 迷 信 的 な信 仰 を も つ こ と を促 進

し、信者 の 自分 た ち へ の 依 存度 を高 め る の で あ

る 。 ヒ ュ
ーム は また 論 説 「国民 性 に つ い て

  」

ど ユ
ーム宗教論と寛呑の 髄

』

（El98−214）の なか で 、次の ように述べ る 。 個人

で仕事をする こ とが 主で ある 法律家や医師と異 な

り、 同 じ宗教 の 聖職者 同士 の 結び つ きは強い 。 同

じ宗教に属する聖 職者た ちは、その 宗教の 教義を

入 び とが 尊敬す る こ と と、そ の 宗教 に と っ て の 敵

とな る人 び とが抑圧 され る こと に よ っ て 利益 を得

る （E200 ）。 その た め聖職者集団は 、 自らの 利益

の た め に他宗教 を抑圧す る の で あ る 。

　 こ の よ うな聖 職者批判 を展 開 したヒ ュ
ーム は、

『自然宗 教 に関す る対 話』 （以下、『対話』 と略 記

す る） に お い て 、 聖職者 の 数 と権威が 限定され る

べ きで あ る こ とは政治学 の 確 かな格率 だと主張す

る （D125 ）。
つ ま り第一の 原 因に 関しヒ ュ

ーム は 、

宗教 に 付 加 され る べ きで は ない 非本質的な要素と

して 聖職者の 利益追求 の 行動 を批 判 し、政治に よ

っ て彼 らを制 限する こ とで 不寛容 を忌避で きる と

考 える の で ある 。

　 つ ぎに章を改 め て 、宗教対立 を激化 させ る第二

の 原因 に つ い て 考察す る 。

羅韆鸛灘轗 鞴 難 襲
　 ヒ ュ

ーム は宗教に関する哲学的な論争が宗教対

立 を激 化させ る と述べ て い た。宗教 と哲学 との 関

係 に つ い て彼 は ど の よ うに考 えて い る の だ ろ う

か 。

　 ヒ ュ
ーム は 、 そ の 宗教論 にお い て 二 つ の 問題 を

た て 議論を行 っ て お り、第
一

に は 「理性にお ける

（宗教の ： 引用者註〉根拠に関する 問題」、そ して

第二 に 「人 間本性にお け る （宗教の ）起源の 問題」

で あ る
（5）

。 前者の 問題 を論じる 『対話』 に お い て

ヒ ュ
ーム は 、宗教 に 関して は絶対確実 な知は得 ら

れ な い とい う不 ロ∫知論に基づ き、宗教 に つ い て論

証する こ とそ の もの を原 理的 に批判する
Ui）

。 よ く

知 られ て い る よ うに 、 『対 話』 にお い て ヒ ュ
ーム

は デ ザ イ ン 論 証 （argument 　from 　design） を批

判 す る 。 こ の 議論 の 意義 は 、一
つ の 神 の 存在証 明

の 批判 に尽 きるの で は な く、 我 々 の 経験不可能な

存在 に 関す る絶対確実な 推理 を行 うこ とが不可 能

な こ とを示 す こ とに ある の で あ る。こ の ヒ ュ
ーム

の 議論の 内容 を 、 テ キス トを追 うこ とで明 らかに

＿ ＿ 飜
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す る。

2 ．1　 デザイ ン論証 批判

　 まず 、 ヒ ュ
ーム の デ ザ イン論証批判 の 概要 を簡

潔 に示 す 。 『対 話』
｛7・，

で 示 される デザ イ ン論 証の

基 本的 な構造は 、 次の とお りで ある 。 まず 「類似

した結果 に は類似 した 原因があ る」 と い うア ナ ロ

ジーの ル ール が前提 として 存在す る 。 そ して世 界

に は 、 「諸 手段 の 諸 目的 へ の 適合 」が 存在 する点

で 、人 工 の 機械に似 て い る とい う指摘が あ る 。 人

工 の 機械 の 原因は、心 と知性 を もつ 人 問で あ る。

ゆ え に 世 界 の 原 因 も、心 と知性 を もつ 存在で あ

り、そ れ は唯一
の 神な の で あ る 。

　 こ の デ ザ イ ン 論証 に対す る批判 を展 開す る の

は 、 対話 の 主要登 場 人物 三人の うち フ ィ ロ の 役割

で あ る。彼は 因果推理の 妥当性 に焦点を当て 、 多

様 な論点を展 開する 。 そ の 主 な批 判点は、次 の 三

つ に整 理す る こ とが で きる 。

　 第
一

に 、 デ ザ イ ン 論証が基 い て い るア ナ ロ ジ ー

の 弱 さ を指摘 し、論証の 蓋 然性 の 低 さを指摘 する

論点 で あ る 。 因果推理 には、恒常的連接 の 契 機が

必 要で ある 。 世界の 創造 とい う出来事は一
回 限 り

の 事象で ある た め、神 と世 界 とい う関係は恒 常的

連接 の 契機を欠 く。 したが っ て 世界とい う結果か

ら、直接 、 神 とい う原因を推論する こ とはで きな

い （D51 ）。 デ ザ イ ン 論 は 直接 の 因果 推理 で は な

く、人工 物 と制作者の 関係 と、 世 界と神 との 関係

の ア ナ ロ ジー
に頼 る もの だが 、 人 ［物 と世 界の 間

に ある類 似 は弱い ため 、こ れ に基づ くデ ザ イ ン 論

証 も蓋 然性が低 い こ とになる 。

　 第 二 に、慨界の 原因 に関 して別 の 仮説 の 可 能性

を指摘 す る 論点で ある 。 世界 と機械 と の 問 に類似

を み るデ ザ イ ン 論 の 他 に も、 世界 と動物 あ る い は

世 界 と植物 の 間 に類似 をみ る こ とも可 能だ と い う

こ と を ヒ ュ
ーム は示 す （8｝

。 その 他 に もさ まざまな

仮 説 を た て る こ とが可 能で あ り（9）
、 何 百 もの 互 い

に 矛盾 しあ う意 見 が あ りうる と い う （D84 ）。そ

れ らの 他 の 仮説よ りもデザ イン論の み が優 れて い

る とは 決 し て 言えない 。

　 第三 に 、 世界 の 原因 と され る存在が 、
い わ ゆ る

「神 」 とは異 なる属性 を持 つ と想 定す る こ とが 可

黷

能 な こ と を示す論点で あ る。た とえ機械 と の ア ナ

ロ ジ
ー

に基づ き、 世 界の 外側 に原因 が ある とい う

こ とが 導かれ た と仮定 して も、その 原因が い かな

る 存在で あ るか に つ い て 我 々 は論証す る こ とがで

きな い 。

一
回限 りの 因果 関係 に おける結 果か ら原

因を推理す る 場合 に は 、 その 原因は結果 に つ りあ

うもの と考 え なけ れ ば な らな い
‘110）

。 ゆ え に我 々

は 、 経験 に よ り世 界に 見出せ な い よ うな性 質 を、

世 界の原因で あ る存在 に 帰す こ とはで きな い の で

あ る 。 具体的 に は、伝統的 な神概念の 属性で あ る

無限性 、完全性 な どは論証で きな い と い うこ とに

な る
（IP 。世 界 の 原 因の 数や 属性に 関 して も、さ

ま ざまな仮説 をた て る こ とが 可 能 であ り、 どれが

唯
一

の 答 えで あ る か とい うこ とは 決 定で きな い

（12〕
。

2 ．2　 デザイ ン論証批判の 目的

　デ ザ イン 論証批 判 の 概 要 を押 さえた と こ ろ で 、

次に こ の 批判の 意義 につ い て 考察 した い
。 フ ィ ロ

と い う登場人物 に 、 デ ザ イ ン論証批判 を させ た ヒ

ュ
ーム の 目的は何 か 。 まず は、知 的な 関心 に基づ

き、推論が妥当で な い こ とを指摘 す る とい う目的

が 当然あ る はずで ある 。 そ れ に加えて 、デ ザ イ ン

論は数あ る不確実 な仮 説の 一
つ にす ぎな い とする

な らば 、 確実な もの と して 論証 され えな い 存在で

あ る神 を、人は 信 じる べ きで な い と主 張す る の

が 、デザ イ ン 論証批 判の B 的だ と考える の が 自然

で ある よ うに も思 われ る 。

　 とこ ろ が 『対話』 にお い て フ ィ ロ は 、信 仰 を も

っ て い る こ とを告 白す る
｛13〕

。 フ ィ ロ の デ ザ イ ン

論証 批 判は 、無 神論 を導 くもの で は な い の で あ

る 。 フ ィ ロ が行 っ た の は 、キ リ ス ト教の 神 の 存在

は 論証可 能な唯
一

の 真 理で ある と考 える ク レ ア ン

テ ス へ の 批 判で あ る 。上 で 述 べ た通 り、知的 な 可

能性 と して は 、デ ザイ ン 論 と等 しい 租度の 蓋然性

を もつ 仮説が 他 に も存在 し 、 人 間の 有 限な経験 と

脆弱な知性で は、世 界の 起源 と い う直接経験で き

な い もの に関 して 唯一
の 真理 と い える よ うな議論

を たて る こ とは不 可 能で あ る とフ ィ u は 論 じる 。

こ の よ うな議 論 を フ ィ ロ に させ る こ とに よ っ て 、

知 的な確信 は宗教 に関 し て 得 る こ とが で きな い こ

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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と 、 それゆ え知的否認 に基 づ き他説 を排除す る こ

と もで きな い とい うこ とを、ヒ ュ
ーム は主張 して

い る の で あ る
〔14：1

。

　 フ ィ ロ は、神は 「諸学派 に お ける討 論 の 対象 と

い うよ り、む しろ寺 院にお け る崇拝の 対象」 （D44）

と述べ る 。 彼は理性 に よ っ て は神 を知 りえな い と

考 えるが 、 しか し、宗教は そ もそ も知的な論証を

行 う よ うな主 題で は な い とする 。 神に 関す る絶対

的な真理 を推論で 得る こ とはで きな い と知 り、ゆ

えに 自ら の 信念が 真理 で あ る こ とを確 信で きず と

も 、 なお信仰 を もち つ づ け る懐 疑主義者を 、
フ ィ

ロ は 「健全」な信仰者の 姿 とす る （Dl30 ）。

　 つ ま り、『対 話」の 議論 の 意義 は、デ ザ イ ン 論

と い う
一

つ の 存 在証明 を批 判す る こ とに尽 きる も

の で は な い 。 我 々 の 経験 を超えた 存在に つ い て 論

証す る こ とが不 卩∫能で ある こ と 、 ゆ えに 、 宗教 に

関 して 唯
一

の 真理 を主 張 し 、 他 説 を偽 とみ なす よ

うな態 度は実 は 不合琿 に 陥 っ て い る こ と、そ して

宗教 は 本来 、 知的な討論 に はふ さわ し くない 主題

で あ るこ とを、ヒ ュ
ーム は 『対話』 の 懐疑主義的

議論 を通 して 主張 して い る の で ある 。

　 宗教 は真偽の 概念で 語 る こ とがで きる もの で は

な い し、語 る べ きもの で もな い と い うの な ら、 ヒ

ュ
ーム は よ り積極 的に は 、宗教 あ る い は信仰 をど

の よ うな もの として 考える の か 。 こ れ はヒ ュ
ーム

宗教論の 第二 の問題で あ る とこ ろ の 、 宗教の 人間

本性に お ける起源の 問題 に関係す る 。 次 に 、 こ れ

に つ い て 検討する 。

欝鞘講灘 灘 靉盟盟
　 第二 の 問題 を、ヒ ュ

ーム は主 に 『宗 教 の 自然

史』 （以 ド、『自然史』 と略記 す る） に お い て論 じ

る 。 宗教の 起源を論じる ヒ ュ
ーム は 、 最初 の 宗教

は 多神教 で あ っ た とす る 。 そ の 複数 の 神 々 へ の 信

念は 、 自然全体 の 原 因 は何か と い う知的な 考察 を

す る こ とで 得 られ る もの で は な く、 「生活の 中 に

あ る 出来事に関す る考察 と、 心 を動かす絶 え間 な

い 希望 と恐怖か ら生 じた 」（NH139 ）。 信仰 は
・神

教 の 場合 で も、 ヒ ュ
ーム に よれ ば、理性 に よる も

の で はな い 。 信仰 を もつ 者 の ほ と ん どは 「俗 衆

どユ
ーム宗教論 と覓

’
容の 泥飃 1

』

（vulgar ）」で あ り、 宗教の 原始段 階 だけで な く近

代に お い て も、自然全体の 原因は何か とい うよ う

な 知的な思 考をする こ とな しに 、彼 らは信 仰を も

つ 。 「論証 の プ ロ セ ス に よっ て で はな く、彼 らの

天性や 能力 に い っ そ うか な っ て い る あ る
一連の 思

考 に よ っ て 」 （NH154 ） 人 び とは 信仰 を もつ の で

ある 。

　信仰 を もつ た め の 「連 の 思考」に つ い て 、 ヒ

ュ
ーム は 次の よ うに論 じる。人び とは 、 自分自身

の 幸福や 困窮 を 引 き起こす現象に つ い て 、 希望 や

恐怖の 情念 を抱 くもの で ある。た と えば 農作物の

欠乏 は 困窮 を引 き起 こす の で 、 恐 怖 の 対 象で あ

る 。 する と人 びとは、何が 希望の 対象あ る い は恐

怖 の 対象 とな る もの を 引 き起 こ すの か
一…

例 え

ば、農作物の 欠乏の 原因は何 か　　
一
を問 うよ うに

なる 。 もし 、 その 原因が現実 の 世界 に 見 つ か らな

い な らば 、 その 原 因は見えな い もの なの で は な い

か と人 は想 像す る こ とが ある （NH140 ）。 た と え

ば病の 原 因が み つ か らない とき 、 人は想 像 ヒの 原

因 を事例 に応 じて つ くりだす こ と もあ る 。 その 想

像 上 の 原因が瞹昧なこ とに人び と の 心 は落 ち着か

な い の で 、 その 諸原因を想像に よ っ て よ り特殊化

し、 さまざ まな属性 を与 える よ うに なる 。 「入間

に は 、 全 て の 存在者 を人間の よ うに思 い 抱 こ うと

す る傾 向 と 、 全て の 対象に 、 自分 がよ く知 る性 質

や よ く意識 して い る性質 を移そ うとす る傾向が普

遍 的に 存在す る 」 （NH141 ）の で 、 人 び と は 「知

られ ざる諸原 因」に人間的 な諸性 質 を投 影す る 。

つ ま り想像力 は 、 生活 に密着した 出来事の 原因 と

して 不可視の 存在 をつ くりだ し、 それ を知性 を も

つ 能動的 な行為者 とす る （NH152 ）。 さ ら に 贈 り

物 や懇願 、 祈願や 犠牲な どの 人間の 行為 に 応 えて

くれ る存在 と して 表象 す る （NH159 ）。 ヒ ュ
ーム

に よれば 、 神 の 観念の 起源 とな る もの はこ の よ う

に して 生 じた と考え られ る の で あ る 。

　 以上 の 議論か ら、信仰 の 起源 は世界 全体の 原 因

に 関す る 知的考察 に はな く、 日常 の 個別的 な出来

事 の 原因 と して 不可視 の 存在 を想像力 で 形成す る

こ とに ある、 とヒ ュ
ーム は 考えて い る こ とが明 ら

かで あ る  
。 そ の よ うに して 信 じられ る よ うに

な っ た 超越 的存在 へ の 礼拝や祈 願 な どの 行為の 蓄

黼yrarb．
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積が 、 宗教 と呼 ばれ る現象 を作 る 。 ヒ ュ
ーム に よ

れば、
一

神教 における 信仰 も同 じく知的考察 に よ

る もの で はな い 。 つ ま り、い かなる宗教の 信仰 も

実 際は 、知 的推論 に起源 をもつ もの で は な い の で

あ る 。

　 こ の ヒ ュ
ーム の 信仰論

L16
’
）

に よ る と、異 なる さ

まざ まな宗教 の 信仰 は、情念や想 像力 な どの 人 間

本性の 諸原理の 働 きに よ っ て生 じて い る とい う点

で 、 共 通す る 。 また 、 生 活の なか の 諸出 来事の 原

因 と して の 存在 を信 じ、 それに対 し礼 拝な どの 行

為 をする と い う点にお い て も諸宗教は共通 す る 。

相違 が 生 じる の は 、 不 可視 の 存在 に想像力で 付与

す る属性の 内容が 異 なる か らで ある。異 なる環境

にお い て異 なる慣習の なかで生活 を行 っ て い る人

び と が 、 そ れぞ れ の 生活 に適 す る よ うな属 性 を

神 々 あ る い は 神 に与 え る こ とは不思議で はな い 。

つ ま りヒ ュ
ーム の 信仰論 によれ ば 、 宗教 の 差異 は

生 じて 当然 の もの で あ り、 そ して 多様な信 仰 を一

つ に 統合 しなければな らな い とい うこ とに もな ら

な い 。 ヒ ュ
ーム は 、 不可知論 と 人問本性 か らの 信

仰 論 に基づ い た宗教の 多 元主義 ともい える議 論 を

行 っ て い る とい うこ とがで きる。

灘鑢騾靆鑛鑢
4 ．1　 宗教の非本質的 な部分 が 、 宗教対 立 を激

　　　 化させ る

　 以 上 の ヒ ュ
ーム の 議論 の 背 景に は、あ る特 定の

宗教 観が ある と思われ る。こ れ に つ い て 論 じる た

め に、 まず こ れ ま で の 議論を一
度ま とめ る。

　 我 々 は は じめ に 、 ヒ ュ
ーム が 宗教 対立 と い う主

題 に つ い て どの よ うな問題設定 をする の か を明 ら

か に した 。ヒ ュ
ー

ム に よ る と、聖 職者の 利害対立

と、哲 学的 な論争に お ける対立 の 二 つ が 宗教 にか

か わ らなけ れば、信 じる宗教が 異 な る 入び とは激

し い 対 立 を生 じさせ る こ とな く、共存す る こ とが

可 能で あ る 。 言い 換 え るな ら、宗教 の い わ ば本 質

的 な部分 に人 び とが留 まっ て い られれ ば 、 信仰 の

多様性 が あ っ て も直 ちに は迫害や宗教戦争 は生 じ

な い 。 ヒ ュ
ーム は宗教 対立の 性 質 と原 因 を分析す

覊

る 際 に 、忌避す る こ とが 可 能であ る はずの 対立 と

して 宗教対立 を位置づ け 、 そ して こ の 対立 を生 じ

させ る宗 教の 非本 質的 な要素の 解明 を行 うと い う

方法 を と る の で ある 。

　宗教対 立 を生 む第
一

の 原因は聖職者 に あ る 。 彼

らは 自 らの 生 計 を確保 し 、 富と権力 を得 る た め に

自 らに対 す る 人 び と の 尊敬 の 念 を強め よ う と し、

そ して 自らの 宗教 とは異 なる宗教 の 人 びとを揶 圧

し よ うとする 。 ヒ ュ
ーム は聖 職者の 数 と権威 を政

治に よ っ て 限 定す る こ とで、第一
の 原因 を宗教 か

ら分離 し よ うと試み る 。

　第二 の 原 因 を分析す るな らば、信仰 は合理 的 な

信念で あ る べ き とみ なすこ とと、不 合理 な信 念 を

もつ こ とへ の 知的 な否認の 二 つ が そ ろ うと、自ら

が 真理 と信 じる宗教 とは異 なる もの に対す る強 い

不寛容が 生 じる とい うこ とになる。こ の 第二 の 原

因 と ヒ ュ
ーム の宗教論の 二 つ の 問題が 深 く関与す

る と私 は考 えた た め 、 本稿は ヒ ュ
ーム 宗教論 の 二

つ の 議 論が示 す もの に つ い て の 考察 を行 っ た 。 ヒ

ュ
ーム は 一方 で 懐疑主 義的議論 を行 う。他方 、 彼

は信仰 の 起源 を情念 な ど人 間本性 の 諸原理 か ら説

明する 。 こ こ か ら次の こ とが導かれ る 。 第一
に、

宗教に 関す る い か なる論証 も絶対確実性 に 至 る こ

とは不 可 能で ある こ と 。 ゆ えに 、自らの 信ず る 宗

教 を合理的 な もの と思 い こ んだ ヒで 、 合理的で は

な い とみ なす他 の 宗教 に対 して 不 寛容 の 態度 をと

る こ とは 、 実は それ 自体が不合理で あ る とい うこ

と。 第二 に 、そ もそ も信仰 は起源か らして 合理 的

な信念 とは異 なる の で、真偽に よ っ て語る に は適

さな い こ と 。 つ ま りヒ ュ
ーム は、その 宗教 論 にお

い て宗教 か ら知的独 断を分離 しよ うと試み て い る

の で ある 。

　 以 上 か ら 、 宗 教対 立 を激化 させ る 二 つ の 原 閃

は 、宗教 か ら分離可 能な もの で あ る と ヒ ュ
ー

ム が

考えて い る こ とが 明 らかで ある 。 宗 教の 本質 的な

部分 と非本 質的な 要素 との 区別 を 、 ヒ ュ
ーム は 行

っ て い る の で あ る 。こ の 区別に 関連する の は 、 ヒ

ュ
ーム 宗教 論 に お け る 「真の 宗教 」 の 議 論 で あ

る 。 ヒ ュ
ーム が 宗教対立 を論 じる うえで 前提 と し

て い る宗教 の 本質／非本質の 区分 に つ い て もう少

し理 解 を深 め る た め に 、 ヒ ュ
ーム の 「真 の 宗 教 」
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と 「偽 りの 宗教 」の 概 念 を次 に論 じたい 。 た だ

し、こ こ で の 「真」とい う表現は 、 先に 述べ た哲

学的議論 にお け る真偽 の 概 念 とは異 な り、宗教 の

本来あ るべ き姿 とい う意味で ヒ ュ
ーム は用 い て い

る こ とに、我 々 は注意 をしなけれ ばな らな い 。

4 ．3　 「真の宗教」と 「偽 りの宗教」

　ヒ ュ
ーム は、現実 に存在 した 諸宗教 を論説 「迷信

とi鞭モにつ い て （Of　Superstition　and 　Enthusiasm）」

（E73−79） に お い て分析 し、諸宗教 は恐怖 と無 知

に 由来す る迷信的 な もの に な るか 、熱狂 的な もの

に なる か の どち らか だ と論 じる 。
こ れ らは ともに

「偽 りの 宗 教 （false　religion ）」 で あ り、 そ れ は

「真の 宗教 」が 腐敗 し た もの で あ る （E73）。「偽

りの 宗教 」は 「最悪」の もの だが 、「真の 宗教」

は 「最善」の もの で あ る。

　 ヒ ュ
ーム は 、 『対話』 最終章で 再 び 「真の 宗教」

と い う言葉を用 い て 議論を行う。フ ィ ロ は既 成 の

諸宗教 を批判 し、迷信が人 の 心 を支配 した ときに

は常に 「党争 、 内戦 、 迫害や政府の 転覆」（D122）

な どの 不幸な結果が 生 じる と述 べ る 。 歴 史の 記述

に お い て 宗教的精神が 現れ る とき、そ れ は迷 信で

あるた め に 、
つ ねに惨状が 伴うとい う。 しか し フ

ィ ロ は 、 「偽 りの 宗教」で ある と こ ろ の 迷 信の 害

悪 を強調 して 語る もの の 、 い っ さ い の 宗教 を否定

するわ けで は な い
。 む しろ 、

こ れ まで に存在 した

宗教 は夲来 の 姿 を逸脱 し、「真の 宗教」に な りえ

て い ない た め に 、 害悪 をもた ら した と考える 。

　 対話相手 の ク レ ア ン テ ス は 、 宗教 の あるべ き姿

とその 逸脱 に つ い て 次の よ うに語 る 。

　「宗教 にふ さ わ し い 任務 とは 、人 び との 心情

の 安定を保ち 、 彼 ら の ふ る まい を教化し、そ し

て 節制 、 秩序 、 お よび 服従の 精神を人び とに与

え る こ と で あ る 。 （中 略）宗教 が 卓越 し 、 人 に

対 して 独 立 の 原理 と して は た ら きかけ る と き 、

宗教は その 本 来の 領域か ら離れ て 、た だ党 争 と

野心 の 隠れ 蓑に す ぎない もの に な っ て しま う」

（D122 ）

ク レア ン テ ス は 「真の 宗教 」の 効川 を記述 し 、 そ

ど ユ
ーム 宗教遼汾と寛容 の ゐ勤題

れ か ら逸脱 した宗教におい て は 、 党争 と野心 に よ

り争 い が生 じる と述べ る 。 フ ィ ロ も 、 偽 りの 宗教

が 複数存在す る場合、 どれ か
一

つ が 支 配的 に なれ

ば 人 び と の 自由が危機 に さ らされ、 また複 数の 諸

宗派が と もに 認め られて い る と きに は それ らの 宗

派 同上の 対
’
立 が生 じ、 い ず れに して も社会 に有 害

で ある と考 えて い る （D125）。

　 つ ま リヒ ュ
ーム は 、「真の 宗教 」 と い う規 範 的

な概念 を示 し、宗 教が 「最 善」の もの にな りうる

ロ∫能性 を確保 した上で 、既存宗教 に み られ る 「逸

脱 」　　 党 争や 野 心 と結び つ き、宗派 間の 対立や

迫 害を引 き起こ し社会に害悪を もた らす こ と一 一

を宗教 の 「堕落」 として徹 底的 に批 判す る の で あ

る。理 想的な宗教像 と、現実 に ある 宗教が もた ら

す害悪 へ の 嫌悪 を袍 きつ つ 、 ヒ ュ
ーム は 宗教 とい

う主題 を扱 っ て い る 。 さ きの 我 々 の 議論で 示 され

た 二 つ の 非本質的要素、すな わ ち聖 職 者の 利益 追

求の 活 動 と知 的独 断  
は、宗教 に加 わ る こ とで

それ を 「偽 りの 宗教 」に 陥 らせ る もの とい うこ と

に なる 。 これ らを宗教か ら分離する べ く努め る な

らば、「真の 宗教 」に近づ きうる の で あ る 。

韈 靆 靆鑼鏃
　 こ れ まで の 考察で 明 らか に した ヒ ュ

ーム の 宗教

対 立 に 関する 議論の 意義を、寛容 の 問題 と関連付

ける こ とで示 し、こ れ を本稿の 結論とする 。

　 本稿 は 、
ヒ ュ

ーム 宗教論の 二 つ の 議論　　懐疑

主義的議論 と信仰論　　が 、宗教 対立 の 原 因 を宗

教 か ら分離す るた め の 議論 として 読め る こ とを明

らか に した 。 ヒ ュ
ーム は 、宗教 に 関す る知 的独断

が、不合理 とされた宗教 へ の 強 い 排他 性 を含 み 、

ゆ えに 迫害や 宗教戦争を導 きうる もの で あ る こ と

を指摘 した 。 そ し て 宗教 に 関す る 不可 知論 を懐 疑

主 義 的議論 に よ っ て 示 し、知 的独 断 に 由来す る不

寛容 が 不合理 で あ る こ とを示 した 。

　 ヒ ュ
ーム は 明示的に は 述 べ て い な い が 、 彼 の 議

論か らは、無神論者に 対する不 寛容 も批判 さ れ る

べ きもの に なる と思 わ れ る 。 世界 の 原因 に つ い て

の 仮説 が複 数ある とい う批判 を行 うさい に 、
ヒ ュ
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一ム は世 界の 外側 に原 因をお か ない 仮説 も示 して

い る  
。 神 の 存 在 な しに世 界の 秩 序 を説 明 で き

る仮説 よ りも、デ ザ イン論 が優位で あ ると い うこ

とが論理的 に は 示せ な い 以 E 、 無神論者 を不 合理

として 否認 す る こ とは や は りで きな い 。 代表的 な

寛容論者の ロ ッ ク が 寛容の 範囲か らカ トリ ッ ク と

無神論を除外 した こ とと比べ る と、時代 が少 し異

なる とは い え、カ トリ ッ クは もち ろん無 神論者 に

対する不寛容 さえ等 し く批 判する こ とが で きる ヒ

ュ
ーム の 不 寛容批判 は 、 革新的 な議論で あ る よ う

に思 われ る。

　 しか し こ の 懐疑主 義的議論 は、知的 独 断 に基づ

く不寛 容を批 判す る根拠 に は な りうる もの の 、寛

容の 規 範をた だ ち に論 理的な帰結 と して 導 くもの

で は ない
。 寛容 の 意 味や 範囲 、 そ し て 寛容の 主体

と対象の 関係 に つ い て は 、 時代に よ っ て 大 き く異

なる し、 同時代 で あ っ て も論者 に よ っ て 異 なる

（1！））
’
。 さ しあ た り近 代 の 西 欧 の

一
般 的 な寛容概念

に つ い て 述 べ る な らば 、 寛容 とは 、 自分が 否認 や

嫌悪 ある い は憎悪 した りす る よ うな、 自分 とは 異

な る宗教 的信念 あ る い は慣 習を もつ 他 者に 対 し て

干渉 した り迫 害 をする こ と を控 え、そ れ らを許容

する こ とで あ る とい える 。 異な る諸宗教 の 平和 的

共存が 目指 され る と きには 、しばしば寛容 を規範

と し て 成立 させ る た め の 正 当化の 議論が 行わ れ

る 。 しか し、 ヒ ュ
ーム の 宗教的懐 疑主 義 は不寛容

批判の 根 拠で はあ る もの の 、 寛容 を論理的 に 導 く

もの で はない の で あ る 。

　 こ れ に関連 して 、宗教 と い う主題 に 限定せ ずに

ヒ ュ
ーム 哲 学全体 の 懐疑 主義 と寛容 に つ い て も、

ご く簡潔 に 述 べ て お きた い 。 ヒ ュ
ーム は 「穏和 な

懐 疑 主 義 」 （EHU207 ） を と り、 こ れ に よ る と 、

い か なる 論証 も絶対確実性 には 到達で きな い もの

の 、 しか し我 々 は判 断停 止をす る こ とは で きずに

「自然 」 に 促 され て 信 念 を もつ （T ．1．4．1）。 こ の

穏和 な懐疑主 義 は 、 自ら の 信念 が 絶対確実 と断定

し他 説 は誤 りで あ る とみ なす独 断的態度 をあ らた

め 、自説 に 対 して 慎 み を もち他説 に対す る偏 見 を

減 じる とい う効 果が ある こ と を ヒ ュ
ー

ム は述 べ て

い る （EHU207 −8）。 しか し ヒ ュ
ーム 哲学全 体 の 懐

疑 主義 も、 知 的否認 に基 づ く不 寛容 が妥 当で な い

贓

こ とは 示すが、寛容で ある べ きこ とを積極的 に主

張す るた め の 十分な根拠で ある とは 言えな い よ う

に思わ れ る
L20）

。

　 しか し 、 ヒ ュ
ーム が その 宗教論にお い て 、 寛容

を論理的 に正 当化 して い ない か らとい っ て 、 ヒ ュ

ーム の 宗教対立 に 関す る議論が不 十分 な もの と い

うわ けで は ない 。 なぜ な ら 、 ヒ ュ
ーム は宗 教あ る

い は宗派 の 違う人び と の 間で 生 じる対 立 に つ い て

考察す る とき、 統治者ある い は市民相 互の 寛容の

義務 をあ えて 推奨 しな くと もよ い よ うな議論の 方

法 を とっ て い る と読む こ とがで きるか らで ある 。

ヒ ュ
ーム の 信仰 論に よれ ば、信仰の 差異 は それの

み で 人び との 間 に激 しい 対立を生 じさせ る ような

もの で は ない 。 ゆ えに 、 宗教の 違 う他者 を受け入

れ よ とい う宗教的寛容を積極的に言 う必要 は な い

の で ある 。 む しろ、信仰 に とっ て 本質 的で はな い

こ とが原 因で生 じて い る不寛容 を 、 宗教 か ら分離

す る こ とが 宗教 対立 を忌避 する ため に 重 要で あ

る 。
つ ま りヒ ュ

ーム 宗教論に お い て 宗教対立 は 、

不寛 容の 原 因 を宗教 か ら分離する こ とに よ り防 ぐ

こ とが で きる もの なの で あ り、 そこ にお い て寛容

の 問題は い わ ば解消 され る の で ある 。

　 先 に 述 べ た よ うに 寛容の 概念 は
一

般 的 に 、 自分

とは異 なる信念 を もつ 相手 へ の 否認 を前提 とす る

概念 で ある 。 ゆ えに 、 寛容 に よ っ て 衝突 が回避 さ

れ 、 い っ と きの 秩序が 保たれ た と し て も、 依然 と

して 異 なる宗 教を信ずる もの に対す る否 認 は残 り

続 ける 。
つ ま り、 相手へ の 否認が揺 ら ぐこ と な く

前提 と して 存在しなが ら 、 その 相手へ の 干渉 お よ

び迫害 を抑制す る と い う寛容の 態度は万能 な もの

で は ない 。

　 ヒ ュ
ー

ム の 議論か らは、宗教対立 の 忌避 の た め

に は その よ うな否認 の 存在 自体を残さ な い こ とが

極 めて 重要で あ り、 そ して それが可 能だ と彼 が考

えて い た こ とが わか る 。 歴 史をみ て も明 らか な よ

うに、 キ リ ス ト教 は真理 と い う概念 と の 関連を強

くもつ 宗教 で ある 。 宗教 に お ける真 理概 念 の 排 他

性 に 着 目した ヒ ュ
ーム の 議論は 、 キ リ ス ト教 に 関

わ る宗教対立 の 特殊性をあ らわ に しよ うと した点

で 、大 変興味深 い 。 宗教 対立 が 単 な る利害対立 で

は な く、 真理 と い う概念が関与す る と い う意味で
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特殊 な対 立で ある以上、こ れ を防 ぐために は、相

手へ の 知 的否認を温存する こ とに なる寛容を卞張

する だ け で は 十分で な い の で あ る 。 本稿が 明 らか

に した ヒ ュ
ー

ム の 宗教対立 の 問題 に つ い て の 議論

は、宗教 対 立 にお け る真理概 念 の 排他 的機 能 の 重

要性 を指摘 して い る こ と、そ して 寛容の 推奨で は

除
．去する こ と の で きない 否認 とい う要素を、独 断

的で 強烈 な もの か ら懐疑を経た穏や か な もの に変

化 させ る 方法 を示 し 、 これ に よ っ て 宗教対立 を暴

力的 な もの に しな い 道を提案した こ とに大 きな意

義が あ る と思 わ れ る 。

※ 本稿 は 、 文 部科学省科学研 究費補助金 （特別研

　究員奨 励費）に よ る 研究成果の
一

部 で あ る 。

灘羇攤鑼韈靉籍靆靆醐
　 ヒ ュ

ーム の 文 献 は以下 の 版 を用 い る 。 『人 間本

性論』以 外の 文 献か らの 引 用の 際に は、本文 中カ

ッ コ 内に 文献 名の 略記号 を つ け 、頁数 を示 す こ と

に する 。

D ： 『自然宗教 に 関する 対話』

　D ぬ ’ogues 　CO ’2eerning 　N α 館 rα ’Religion　and 　The

　Alat“ral　History　qf
’Retigion，　ed ，　by　Gaskin，　J．C．A ．，

　 Oxford　University　Press，1993．

NH ： 『宗 教 の 自然史』

　 Dialog “ es 　Concerning　Natural 　Religion　and 　The

　 Natu　rat 　Histo　o・，‘of 　Reti8　i．on ，　ed ．　by　Gaskin，　J．C．A．，

　 Oxford　University　Press，1993．

E ： 『論集』

　 Essays 　Mo 翩
，
　Politicαl　and 　Literaりy，　ed ．　by　Milter，

　 E．E ，　second 　edition ，　Liberty　Classics，198Z

T ： 『人 間本性論』

　 ATreatise　qj
』
h” man 　nature ，　ed ．　by　Norton，　D．F．

　 and 　Norton ，　 MJ ．，Oxford　University 　 Press ．

　 2000．引用 は 、 慣 例通 り本 文 巾か っ こ内に略記

　 弓
』T と篇 ・部 ・節 ・段落 を順に示 す 。

EHU ； 『入 間知性研究』

　 An 翫 9己‘砂 conceming 　Human 　Understanding ，　ed ．

　 by 　Beauchamp ，T ．L．，　Oxford　University　 Press，

どユ
ーム宗教訪と覓f容の A”7as

　 1999．

SE ： 「魂 の 不死 に つ い て 」「自殺に つ い て 」

　 ∫elected 　Essavs，　 edited 　 with 　 introduction　and

　 nQtes 　 by　Coptey，　S．　 and 　Edgar ，　A ．　 Oxford

　 University　Press，1993．

【注 】

（1）懐疑主義と寛容の 関連 に つ い て は 、 次に詳 しい 。

　 古賀勝 次郎 『ヒ ュ
ーム体系の 哲学的基礎』、行 人

　 社、1994 年、PP、261 −284 。

（2）従来 の ヒ ュ
ーム 宗教論研 究 は主に 『自然宗教 の

　 対話』 の デザイ ン論証批判や 「奇蹟論」の議論の

　 解 釈 を中心 に 進 め ら れ て き て お り、宗教論 の 主要

　　テ キ ス トと寛容の 問題 との 関連 を十分 に 示 した研

　 究は こ れ ま で に み られ ない 。 本稿の 議論は、宗教

　 対立 とい う主題 と宗教論 との 関 連 を明 らか にする

　　こ とで、宗教論の 二 つ の 主著 『自然宗教に関する

　 対 話』『宗教 の 自然 史』 を統
一

的 に 理解 する こ と

　　がで き る新た な視点を示す こ と に もな る。

（3）Essa）
・s　Moral，　Politica1，απ4 加 8砌 び は 二 部 構 成 の

　　論文集であ り、こ れ を日本語 では 『論集』 と表記

　　す る。「党派対 立 に つ い て」は 「論集』の 第
一

部

　　に 収め られ て い る 。 『論集』 の 第一部は、1741 年

　　の ESStt．v，s．　 moral 　aiid 　Politicalをその原型 とする。

（4）「道徳 ・政治論集』 の 第三 版 （1748 ＞に 収録 さ

　　れた論文 。

（5） こ の 二 つ の 問題 に つ い て は ヒ ュ
ーム 自身が 『宗

　　教 の 自然史』の 冒頭 （NH134 ＞で論 じて い る。

（6＞ ヒ ュ
ーム が信仰 と合理 性 を結び つ けよ うとす る

　　試み を批判す る 根拠 は懐疑主義で あ り、哲学 と結

　　び つ くこ と で 生 じ る 悲惨 な結果 を避 けた い とい う

　　プ ラ グ マ テ ィ ッ ク な理 由に基づ くの で は な い 。

（7） 『対話』 は、ク レ ア ン テ ス と フ ィ ロ とデメ ア とい

　　 う三 人が行 う議論の 記録 とい う形式 をとる 。 こ の

　　対話形式 は 宗教的迫害 を避 け る た め の カ モ フ ラ ー

　 　 ジ ュ を意図 した もの と して 読 ま れ る こ とが 多 い 。

　　 そ れ ゆえ解釈者た ち は、対話 の 登場 人物の うち誰

　　 が ヒ ュ
ーム で 、 誰が ヒ ュ

ーム の敵対者か とい う問

　 　 題 や、あ る い は敵 対者 の モ デ ル は歴 史上 の 哲学者

　　 の うち誰か と い うこ と を 『対 話」 研究の 中心課題

　　 とす る こ ともあ っ た 。 現 在は、フ ィ ロ が ヒ ュ
ーム

　　　　　　　　　　　　　 鬻

一 一 一 繋灘
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謚 文

　 の 代弁者 で あ る と み なす こ と で 解釈者の 間に ほ ぼ

　 一致 が み ら れ る 。 た だ し私は、『対話』 をヒ ュ
ー

　 ム と敵対者の 議論の 応酬 と して読む の で はな く、

　 登場 人物 た ち が 全員で ひ とつ の 議論 をつ くりあげ

　 て い る とみ な し、対話 の全体 か ら浮 かび上が る論

　 理 に 注 目す る ほ うが 有益な 読 み 方 で あ る と考 え

　 る。拙 稿 （小林優子 「神の デザイ ン ・因果性 ・
目

　 的 論　　ヒ ュ
ーム の デザ イ ン論証の特殊性に つ い

　 て
一

」、『論集」第25号、2007年、pp．188−201）

　 で は、 こ の よ うな読 み 方 で ヒ ュ
ーム の デザイ ン 論

　 証 を分析 した。

（8） ダチ ョ ウが砂 の 中 に 卵 を産 め ば、砂 の 中 で 温 め

　　られた卵 か ら新 しい 生命体 が誕生 する 。 その 「産

　 出」 と呼ば れ る 「あ る種の 力と エ ネ ル ギー」 を 、

　 こ の 世界の 原理 と し て 見な す こ とも可能で あ る 。

　 あ る い は、混沌の 中 に 一粒の 種が落ち、そ こ か ら

　
一

つ の 植物体が 育 っ て い く様子 と、宇宙の混沌の

　 中に あ る こ の 世界の姿 に類比 を見て、世界に 「生

　 長」の 原理を見 い だすこ とも可能である   78＞。

（9） フ ィ ロ は ま た、宇宙は 無限 に続 くカ オ ス と無秩

　 序の 継起で あ る とい う仮説も可能であ る とフ ィ ロ

　　は述 べ る 。 全物質は盲 目的な、方向性の ない 無限

　 の 運動 の 中に あ る 。 しか し、こ の 無限の 継起の な

　　か に は、全体 が一
時 的 に 安定 した 状態 をとる 可能

　 性 も含 ま れ て い る 。 我 々 が 目 に す る 宇宙 と は、た

　　ま た ま そ の 安定 した 状態が 見 せ て い る外観で あ

　　る 。 フ ィ ロ はその よ うな仮説の可能性 を示 し、世

　 界 に 秩序が あ る とみ なすデザ イ ン論の 前提の 不確

　 　実 さを指摘す る 。

（10） こ の 論点 をヒ ュ
ーム は、「特殊的摂理 と未来の

　　状態に つ い て」（EHU187 −98）でも展 開し て い る 。

（11 ＞世界 は有限で あ り 、 不完全 で あ る 。 ゆえ に 原因

　　に 無 限性や完 全性 を帰す こ とは で きない 。そ して

　　人工 物との ア ナ ロ ジー
を用 い る の な ら、原因が唯

　　一で あ る こ とも推理 で きな い 。 人び とが協力して

　　
一

つ の もの を作 る こ と は多 い 。世界の 原因 が 複数

　　で あ る可能性 も十分に あ る （D69 ＞。

（12） フ ィ ロ は、デザ イ ン論は た と え成立 す る と して

　　も次の よ うな限定 が つ くと述 べ る 。 「自然神学の

　　総体 が 、ひ とつ の 単純な 、 多少曖昧 とは い え、少

　　な くとも漠然 と した命題 、すな わ ち、宇宙に お け

辮灘

　 る秩序 の 原 因 あ る い は 諸原因 は、お そ ら く人間 の

　 知性 とある遠 い 類比 を帯び て い る だ ろ うとい う命

　 題に 帰着す る とすれば、もし もこ の 命題が拡大、

　 変更あ る い は よ り特殊な説明の 可 能性 を持た な い

　 とする な らば、も しもそれが人間生活に影響 を及

　 ぼすな ん ら の 推断 を提供せ ず、つ ま り な ん らの 行

　 為あ る い は 行為中絶の 源 とな り得 な い とすれ ば、

　 さら に、もしもこ の類比が 、不完全 とは い え、人

　 間 の 知性 以外 に は及ぼ され得 な い もので あ り、精

　 神 の 諸性 質 に まで移 入 される こ とが あ りえな い と

　 す れ ば」 （D129 ）、どん な人間 で も その 命題 に 同

　 意 を与 え る と フ ィ ロ は述べ る 。 こ の フ ィ ロ の 結論

　 は、デザ イ ン 論 に同意 を与 えて い る よ うに見 せ

　 て、実際 はデ ザ イ ン 論 を骨抜 き に す る もの で あ

　 る。フ ィ ロ は、神 の存在 を証明 す る議論 と して の

　 デザ イ ン 論証が確 実な議論 と して 成立 する可能性

　 を、完全 に否定 して い る。

（13）存在 証明 を批判す る フ ィ ロ で さえ神 の 信念 を持

　 っ て い る とい う記述 を理解するた め に 、 神の 信念

　 は 人 間が普遍 的 に も っ て し ま う 「自然 的信念」だ

　　と考 え る解釈者が複数お り、宗教的信念 が自然的

　 信念 か ど うか と い うこ とが ヒ ュ
ーム研究に お い て

　 争点 と な っ た 。 私 は そ の よ うな解釈 は 否定する

　 が、こ れ に つ い て は すで に 別の機 会 （小林優子

　　「ヒ ュ
ーム 哲学 に お け る神の信念一 デザ イ ン論

　 証批判 と、人間本性か ら の信仰論」、『イ ギ リ ス 哲

　 学 研 究』 第29 号 所 収、 日本 イ ギ リ ス 哲 学 会、

　 2006年 、 ρp．69−85．）に 論 じた の で、今 は あ っ か

　 　わ な い 。

（14）一般的 に は、デザ イ ン論証の ほ か に 神の 存在証

　 明 と し て宇宙論的証明と存在論的証明が知 ら れ て

　　い る。 ヒ ュ
ーム は こ れ ら二 つ の 要 素が含 ま れ た

　　「ア ・プ リオ リな論証」 を 『対話』第九章で 提 示

　　し、ク レ ア ン テ ス に ヒ ュ
ー

ム 認識論 を用 い て批判

　　させ る （D90 −94）。

（15 ） ヒ ュ
ーム の 「信仰 」あ る い は 「宗教」 と い う概

　　念 が、極 め て 限定 した や り方で 用 い ら れ て い る こ

　　と に我 々 は 注意 を しな け れ ばな ら な い 。 ま ず、ヒ

　　ュ
ーム は 「信仰」 を超自然的存在の信念 と同一の

　　意味 で 用 い て い る。そ して ヒ ュ
ーム に と っ て の 宗

　　教 と は、世界全体 あ る い は個別的出来事の 原因 と

N 工工
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　　して の 不可視の知的存在 へ の 信仰 を核とする もの

　 で あ る こ と が 『自然 史』全体 の 記述 よ り 明 ら か で

　 ある。ゆ えに ヒ ュ
ー

ム は、神の 存在 を信 じた者の

　 生活お よ び人生全体の 価値づ け や意味づ け に 浸透

　　しう る宗教の 側 面 を十分 に 捉えて い る とは い い が

　 たい Q

（16）本稿で は、信仰の 起 源 が知的考察に は な い 点 を

　 示す こ とに焦点を当て た た め、宗教 の 起源 に 関 す

　 る ヒ ュ
ー厶 の 議論 を取 り上げた 。 ただ し彼の信仰

　 論 は、宗教の 草創 期 を論 じるの み で な く、す で に

　 ある宗教 の 教義 が 教 育 に よ っ て 広 め られ、定着 し

　 て い くと い う点に つ い て も人間本性か ら説明 を加

　　えて い る 。 こ れ に つ い て は、拙稿 （小林優 子、前

　 掲論文）で詳 しく論 じたの で 、こ ちらを参照 され

　 　たい 。

（17）ヒ ュ
ーム 自身の 哲学的考 察 は、宗教 に 加 わ る べ

　　きで はな い 非本質的部分 で は な い の だろ う か 。ヒ

　　ュ
ーム は論説 「自殺 に つ い て 」の 冒頭 で、「哲学

　 の
一

っ の重大 な利 点 は、迷信 と偽 りの 宗教 に 対す

　　る最高の 解 毒剤 とな る こ と で ある」 （SE315 ＞と

　 述 べ て い る。ヒ ュ
ーム 自身が 目指すの は、独断的

　　な見解 を示 し他 説 を排除 す るよ うな、宗教対立 を

　　激化 させ る類 の哲学 的議論 で はな く、「偽 りの 宗

　　教」 か ら毒 とな る要素 を取 り 除 き、宗教的 な対立

　　を生 まない 「真 の 宗教」 へ と変 えて い く手段 とな

　 　る よ うな哲学 で あ っ た と い え る。

（18）本稿の 註 9 を参照 され た い 。

（19 ＞宗教改革後 の 近代西 欧で は 、 寛容はす なわち宗

　　教的な寛容で あ る が 、 現代に お い て寛容が論 じ ら

　　れ る 場合、そ れ は 宗教 とい う主題 に 限定 さ れずに

　　人種 や 性 の 問題 を含 む こ とが多 い 。寛容 をどの よ

　 　 うな主題 に 関 して 論 じるの が適切 か とい う点 に っ

　　い て は現代で も議論 がな され て い る。また寛容 の

　　含 意 に 関 して も、大 き く分 けて 二 つ の 意 味 が あ

　　る。自分 が 否認 あ る い は 嫌悪、憎悪 をして しま う

　　よ うな信念 や慣習を も つ 他者 に干渉 をせ ずに 、 た

と ユ
ーム宗教爺 と」密谷iの駕 題

　 だ好 きなように させ て お くこ とを求め る の が消極

　 的 な 意 味で の 寛容 で あり、それ に 対 して 、他者 の

　 自由を単 に 許容 するだけ で な く、む しろ差異 を賞

　 賛 し、積極 的 に 受け入 れ る こ とを求め る の が よ り

　 積極的 な意味 で の 寛容 で ある。また、寛容 の 主体

　 と対象の関係 に つ い て も い くつ かの パ タ
ーン が あ

　 る 。 ロ ッ ク な ど近 代に 論 じられ た寛容概念 の 多 く

　 は、統治者が 寛容の 主体 で あ り、対象は一般市民

　 である 。 しか し今 日で は、市民相互 の間 での 寛容

　 や、ほぼ等 しい 力 関係 をも っ たグ ル ープ間 の 寛容

　 が 語 られる こ ともあ る。

（20 ）ヒ ュ
ーム の 懐疑 主義が 寛容 を擁護 する根拠 に な

　 　らな い こ とは しば しば 指 摘 さ れ る。た と え ば
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　 Siudies，　vol．31 ，no ．1
，
2005

，
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Hume
’
s　dissolution　of 　the　problem 　of　toleration：

　 In　Diatogues　and 　Natural　Histoi：vT　ofRetigion

Yuko 　Kobayashi

In　Hume
’
s　philosophy 　of　religion ，　there 玉s　no

explicit 　argument 　for　toleration．　However ，　if　we

analyze 　his　thesis　
IParties

　in　generall　 and

understand 　 his　 thought 　on 　the　causes 　of

religlous 　wars 　and 　 persecution 　in　Dialo．gues　 and

〜Valurcil　Histo　r−y ρプReligion，　 they 　apPear 　 to　be

crlticisms 　against 　intoleration．　In　these 　writings ，

Hume 正ntends 　 to　 dispense　 with 　 religious

dogmatism ，　 which 　 is　 one 　 of 　the　 causes 　 of

religious 　conflic し In　order 　to　prevent 　religious

conflicts ，　Hume 　 proposes 　 a　unique 　approach

that 　dlffers　from 　 toieration ．　We 　 could 　 sav 　 that

he　dissolves　the 　problem 　of 　toleration，
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