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宗教的寛容の 原理 と して の 暗号形而上 学
　　 （第 21回 世 界 哲学会 議 シ ン ポ ジ ウム 発 表 の 要 約 ）

佐 　藤　真 理 人

　 ソ連の 崩壊 は 冷戦 の 終結 に よ っ て 世 界 の 平 和 の 到 来 を 期待 させ るもの で あ っ

た が 、 世 界 情勢 は む し ろ 、 局 地 的で は あれ 身近 で あ る だ けに
一

層脅威的な新た

な 戦争 に 対 す る 不 安 と恐 怖 を もた ら し て い る 。 現代の 状 況 で は 宗教的対 立 、 宗

教 戦 争 が 最 も重 要 な 問題 で あ る と思 わ れ る。 ヤ ス パ ー ス の 精神 に 即 しっ つ 宗 教

的寛 容 の 可 能 性 の 条件 を 探求 した い 。

　 ヤ ス パ ー
ス の 精神 に 即 し て 言 え ば 、 哲 学 は 宗教 を も越 え ゆ く 自立 的 な 思 惟 の

道 で あ る 。 哲学 的 な 立 場 で こ そ 独 断 な き交 わ りの 関係 が諸 宗教 の 間で 可能 と な

る が ゆ え に 、
「哲 学か ら宗 教 へ 」 で は な く 「宗 教 か ら哲学 へ 」 こ そ が 妥 当す る

で あ ろ う。 考察の 中心 点 は聖 書宗 教 ない しは啓 示信仰 に 置 か れ る。 とい うの は 、

暴 力 に よ っ て 信仰 の 対 立 に決 着 をつ け よ うとす る態 度 は 主 に
一

神 教 的 な啓 示 宗

教 の 問 で 現 われ て い る か らで あ る。

　 一 神 教 の うちに 多神 教 の 要 素 が 潜 み 、 ま た 多神 教 の 背 景 に
一

な る神性 が 予 想

され て お り、 両 者 は 全 く無 縁 で は な い とい うの が ヤ ス パ ー ス の 洞 察 で あ る 。

「近 き神 亅 の 表 象 が 多神 教 の 様 式 で あ る。 ヤ ス パ ー ス に お い て 近 き神 は 「暗 号 」

と して と らえ られ て 、 そ の 実在 性 が 否 定 され る。 私 は 、 自然 を神 と見 る ス ピ ノ

ザ に 典 型 的 に 現 わ れ て い る 「汎 神論 」 の 立 場 が 、
一・

な る遠 き 神 と多 な る近 き神

との 対 立 を調 停 し 、 ま た 洋 の 東 西 の 諸 宗 教 が批 判 的 交 わ りの 関係 に 入 る場 と し

て の 機能 を 果た し うる と考 え る 。 そ の 観点 に 立 っ と き 、

一
神 教 と多神 教 の 関係

は 全 自然 とそ れ を背 景 とす る も ろ も ろ の 自然 現 象 との 神 格 化 の 関係 と して 理 解

で き る 。 ヤ ス パ ー ス が 汎神 論 を ど う評価 し て い る か は 明確で は ない が （そ の 発

言 は 少 な く、 積 極 的 に 評 価 す る 言 葉 は 見 出 され な い ）、 そ の よ うな 思 想 を許 容

す る余 地 は あ る と思 う。 ヤ ス パ ー
ス 哲 学 的に 換言 すれ ば 、 具体的に 表象 され る

あ ら ゆ る （近 き）神 は 暗 号 な の で あ っ て
、 絶対 性 を 主 張 す る こ と は で き な い

。

一 84 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Jaspers Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Jaspers 　SOOIety 　of 　Japan

そ して
一

な る （遠 き）神 は つ ね に背景 と して の み 思惟 され うる
。 啓 示 信仰 の 神

も事 実 Eは 他 と並 ぶ
一

つ の 近 き神 、 す なわ ち暗号で あ り 、 そ れ を認 め させ る こ

とが ヤ ス パ ー ス の 宗教哲学的思 索の 焦 点 な の で あ る 。

　 そ の 考 え 方 を前提 に す れ ば 、 何者 も排 他 的 に 神 の 意 志 を代 弁す る資格 を もた

な い
。 直接 に 神 を 見 た 、 神 の 声 を 聞 い た と主 張す る 者 の 帰 結 は 独 断 と狂 信 と排

他 性 で あ る 。 神 の 名 に お い て 、 神 の 意 志 と称 して 、 敵 とみ な され た人 々 を殺 す

こ と は 、 非 理 性 的人 間 の 意志 と衝 動 に よ る こ とで あ る 。 人 間 同士 が 殺 し合 うこ

と を神 が 望 む とな ぜ 信 じ る こ とが で き る の か
。 神 の 意志 は 「汝 、 殺す な か れ 」

で あ る は ず で あ る 。
こ の 言葉 は 特定 の 宗 教 的立 場 を超 えて 、 普遍 的 な倫 理 的 要

求 と して 妥 当 し うる と思 われ る 。

　 ヤ ス パ ー
ス は 『啓 示 に 面 して の 哲 学 的信仰 』に お い て 「神 人 キ リス トの 信 仰 」、

「啓 示 の 実在 性 亅、
「独 断 的信仰 真理 の 排 他 性 」 を 放 棄す る こ と を 聖 書 宗教 に 求

め て い る が 、 こ の 要 求 は 広 く宗教 一 般 に拡 張 して 理 解す る こ とが で き る。 なぜ

な らお よ そ 宗教 は ど こ か で 絶対 的 な真理 と正 当性 を ドグ マ と して 主 張 す るか ら

で あ る 。 そ れ に よ る対 立 と暴 力 を 回避 す る寛容 の 可能性 は 、 暗号形 而 k学 の 原

理 の うち に 求め られ る 。 上 述 の 汎神 論的世 界観 の 提 言 は い わ ばそ の
一

つ の 具体

化 で あ る 。

　 今 日 、 経 済 、 政 治 との 複雑 な絡 み 合 い の 中で 、 宗 教 的対 立 は 途方 もない 暴力

の 連 鎖 を 引 き 起 こ して い る 。 現 実 に は 人 類 愛や 人 間愛 は存 在 し な い 。 あ る の は

閉鎖 的 な同 胞 愛 と民 族 愛 だ け で あ る。 そ の 排 他 性 の 中 に人 間本 来 の 自由を 尊 重

す る 態度 は 存在 し ない
。 宗 教 的信仰 が 根本 の と こ ろ で 自由の 放 棄 を強 要 す る の

に 対 し 、 暗 号 形 而 上 学 は 自由の 空 間 を確保 す る。 自由 と寛 容 は 不 可分 で あ る 。

「た だ 自由 に お い て の み 人 々 は
一

致 す る こ と が で き る 」 （『哲 学入 門』）。 そ し て

「神 は 個 々 人 の 自 由 な 決 意 を 通 し て は た ら く」 （『啓 示 に 面 して の 哲学 的信 仰 』）。

こ れ らの ヤ ス パ ー
ス の 言 葉は どん な宗 教的 ドグマ よ りも説得力 を も っ て い る。

　2003 年 8 月 11 日、第 21 回 世界哲学 会議 シ ン ポ ジ ウム 　　 （トル コ
、 イ ス タ ン ブ ー

ル
、
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