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宗
教
哲
学
の

現
在
を

問
う

　
　

1
反
本
質
論
の

波
を
う
け
て

ー
　
　

代
表
者
　
堀

　
雅
彦

コ

メ

ン

テ

ー

タ

　
深
澤
英
隆

　
　

　

司
会

　
佐
藤
啓
介

宗
教
哲
学
は

本
質
論
を

離
れ

う

る

か

　
　

　
　

多
元
主

義
の

観
点
か

ら

i
堀

雅

彦

　
「

宗
教
」

概

念
の

歴
史
的
構
築
過

程
へ

の

関
心
の

高
ま

り

に

伴
い
、

宗

教
の

「

本
質
」

を

語
る

こ

と
は

い

ま、

様
々

な

面
か

ら
そ
の

妥
当
性
を

疑

わ

れ

て

い

る
。

そ

う
し

た

な
か
、

ま
さ

に

そ
の

本
質
の

解
明
と

い

う
こ

と

を

従
来
根
本
課
題
と
し
て

き
た

宗
教
哲
学
は

、

も
は
や
そ
の

よ

う
な
も
の

を
語
る

こ

と

を
や
め
る

べ

き

な

の

だ
ろ

う
か

。

実
際

、

宗
教

哲
学
者
の

中

に

は、

一

つ

の

有
力
な

議
論
の

方
向
性
と

し

て
、

ウ

ィ

ト
ゲ
ン

シ
ュ

タ

イ

ン

の

家
族
的
類
似
性
の

概
念
を

援
用
し
、

宗
教
に

本
質
な
ど

な
い

と

明
言

す
る
声
も
あ
る

。

家
族
の

成
員
す
べ

て

に

共
通
の

類
似
性
が

認
め
ら
れ

な

い

の

と
同
じ
よ

う
に
、

す
べ

て

の

宗
教
に

共
通
す
る

類
似
性
な
ど、

ど
こ

に

も
な
い

と
い

う
わ

け
で

あ
る

。

　
し

か

し

な
が

ら、

複
数
の

類

似
性
が
互

い

に

重
な
り

合
い

、

あ
る
い

は

交
差
し

あ
う、

そ

の

網
の

目
の

あ
り
よ

う
こ

そ
が

宗
教
を

宗
教
た

ら
し
め

て

い

る

の

だ、

と

い

う
言
い

方
も
で

き
る

だ

ろ
う

。

そ
の

よ

う
な

観
点
か

ら
示

唆
的
に

思
え

る

の

は
、

ア

メ

リ

カ

の

文
芸
評

論
家、

ケ

ネ
ス
・

バ

ー

ク
が

述
べ

た、

本
質

論
と
は
一

種
の

「

投
票
」

行
為
に

ほ

か

な

ら

な
い

と

い

う
言
葉
で

あ
る

。

つ

ま
り、

本

質
の

解
明
の

名
の

も
と

に

行
わ
れ

る

多

様
な
議
論
を、

幾
重
に

も

錯
綜
す
る

類

似
性
の

う
ち、

い

ず
れ

を
最
も
重

視
す
べ

き

か

に

つ

い

て

の

投
票
行
動
と

し
て

捉
え
る

見
方
が

で

き

る

の

で

は

な
い

か
。

　

こ

の

よ

う
な
メ

タ
レ

ベ

ル

の

視
点
を
内
在
化
さ
せ

つ

つ
、

あ
る

種
の

本

質
論
へ

の

コ

ミ

ッ

ト
メ

ン

ト
を
維
持
し

て

い

る

宗
教
哲
学
者
と

し

て、

本

発
表
で

は

ま

ず、

ジ

ョ

ン
・

ピ

ッ

ク
の

議
論
に

注
目
す
る
。

ピ

ッ

ク

も
ま

た
、

宗
教
に

は

家
族
的
類
似
し
か

な
い
、

と

の

立
場
を
取
る

。

し

か

し
な

が
ら
、

彼
は

同
時
に、

そ

こ

に

「

普
遍
的
と

ま

で

は

い

え
な
い

と

し

て

も、

極
め

て

広
範
囲
に

お

よ

ぶ
一

つ

の

特

性
」

、

す
な
わ

ち

救
済、

な

い

し

解
放
へ

の

関
心
と

い

う
共
通
項
が

認
め
ら
れ

る

こ

と

に

注
目
す

る
。

そ

れ
は

彼
に

と
っ

て、

唯
一

で

も

普
遍
的
で

も
な

い

も
の

の
、

最
も
注
目
す

べ

き

共
通

項
で

あ
る

。

そ

の

よ

う
な

共
通
項
に

注
目
す
る

と

き

に

見
え
て

く
る
も
の、

ま

た、

そ

の

よ

う
な

視
点
を
取
っ

た

と

き

に

し

か

見
え
て

こ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　ヘ
　
　

　へ

な

い

も
の

を、

彼
は

と

り

わ

け

重

視
す
る

。

そ

の

よ

う

な

視
点
の

選

択

−
こ

れ
を

私
は

ピ

ッ

ク

自
身
の

投
票
行
動
と

見
る

　
　
の

上
に、

彼

が

「

宗
教

多
元
主

義
仮
説
」

と

呼
ぶ

議
論
は

成
り
立
っ

て

い

る
。

　

他
方、

家

族
的
類

似
の

考
え

方
を

徹
底

す
れ
ば、

「

宗
教
」

と

い

う

家

族
の

な
か

で

交

錯
す
る

複
数
の

類

縁
性
が、

「

宗
教
」

の

限
界
を

超
え
て、

そ

れ

ぞ

れ
多
方

向
に

「

宗
教
」

外
的
な

事
象
へ

と

伸
び
て

い

る

可
能
性
も

ま
た

見
え

て

く
る。

そ

の

よ

う
な
可
能

性
を

極
め

て

見
や
す
い

形
で

示

し

た

議
論
の

例
と

し

て、

こ

こ

で

は
ウ

ィ

リ
ア

ム

・

ジ
ェ

イ

ム

ズ

の

宗
教
論

に

注
目
す

る
。

「

個
人
的
宗

教
」

を
「

制
度
的
宗
教
」

よ

り
も
は

る
か

に
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本
質
的
な
も

の

と

見
な

し、

ま

た

私
祕
的
な

感
情
や
「

言
表

不
可
能
」

な

神
秘
的
意
識
状
態
を
事
実
上
そ

の

核
心
と

見
な
し
た
彼
の

宗
教
論
に

は、

し

ぼ
し
ば

指
摘
さ

れ

る

と

お

り
、

一

定
の

偏
向
が

あ
り、

そ
れ

に

伴
う
盲

点
が

あ
る

。

し

か

し
、

ま
さ
に

そ
の

偏
向
に

お

い

て、

彼
の

宗
教
論
は、

当
時
の

人
々

が
一

般
に

「

宗
教
」

と

呼
ん
で

い

た

も
の

の

外
側
に

あ
る
一

群
の

思
想

運
動
へ

と
、

そ

の

射
程
を

延
ぼ
し
て

い

っ

た
。

「

健
や
か

な

心

の

宗
教
」

と

い

う

彼
の

概
念
は

、

確
か

に
一

つ

の

分
類
の

ラ

ベ

ル

だ

が
、

同
時
に

、

そ

の

よ

う
な

分
類
が

可
能
な

広
さ
ま

で

「

宗
教
」

を

拡
張
す
る

概
念
で

も

あ
っ

た

の

で

あ
る

。

　
以

上
、

〈

投

票
と

し
て

の

本
質
V

と

い

う

考
え

方
に

立
ち

、

ピ

ッ

ク

と

ジ

ェ

イ

ム

ズ
の

宗
教
論、

特
に

そ
れ

ぞ

れ
の

本
質
論
の

非
包
括
性
や

偏
向

を

積
極
的
に

評
価
し

な

お

す
こ

と

を
試
み

た
。

唯
一

に

し
て
並
巳

遍
、

ま
た

不
変
の

本
質
を

論
じ

る

こ

と

は、

も
は

や
で

き
な
い

だ

ろ

う
。

し
か

し

な

が

ら、

「

宗

教
」

の

内

部
で

錯
綜
し、

さ

ら

に

は
そ
の

外

部
へ

と

伸
び
て

い

く

複
数
の

類
縁
性
　（
そ
の

輪
郭
は

歴
史
の

中
で

揺
れ

動
く）

の

い

ず
れ

か

を
と

り

わ

け

重

要
な

も
の

と

し
て

選
び
出
し

、

そ

こ

か

ら
見
え
て

く
る

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ヘ　
　　
ヘ　　　へ　
　　　あ
　　
　ヘ　　　ヘ　　　　ヘ　
　　
ヘ　　　ヘ　　　へ

も
の
、

ま

た、

そ
こ

か

ら
し
か

見
え
て

こ

な
い

も
の

を

論
じ

る

こ

と

を
い

わ
ば
「

弱
い

意
味
で

の

本
質
論
」

と

捉
え
る
な
ら
ば

、

宗
教
哲
学
は

そ

の

よ

う
な

試
み

を

放
棄
で

き
な
い

の

で

は

な
い

か、

と

私
は
考
え
る

。

「

宗
教
の

本
質
」

と

歴
史
性

　

ー
ト
レ

ル

チ

に

よ

る

オ
ッ

ト

i
批
判
よ

り

ー

小

柳

敦

史

　

私
の

発
表
で

は
、

宗
教
哲
学
の

現
在
を
考
え

る
た
め
の

準
備
作
業
と

し

て
、

古
典
的
な

宗
教
本
質
論
の

内
容
を

再
検
討
し

た
。

そ

こ

で

取
り

上
げ

た

の

は

ル

ド
ル

フ
・

オ

ッ

ト
ー

の

『

聖
な
る

も、
の
』

で

あ

る
。

オ

ッ

ト
ー

と

同

様
に

「

宗
教
的
ア

プ

リ
オ
リ

」

に

よ

っ

て

宗
教
の

本
質
を

規
定
し
よ

う
と

試
み

た
エ

ル

ン

ス

ト
・

ト
レ

ル

チ

に

よ

る

『

聖
な

る

も

の
』

へ

の

書

評
（
→
「

o
 
一

房
。

げ

巳
竈）

を
て

が
か

り
に、

本
質
論
に

対
し

て

し

ば
し
ば

為
さ

れ

る

批
判
と

は

異
な
り、

「

宗
教
の

本
質
」

の

議
論
が

歴

史
性
へ

の

配
慮
と
、

論

者
に

よ

っ

て

程
度
の

差
を

含
み

な
が
ら、

密

接
に

結
び
つ

い

て

い

た

こ

と

を
示
し
た

。

　
『

聖
な

る
も
の
』

に

対
す

る

ト

レ

ル

チ

の

根
本

的
な

批
判
は、

オ

ッ

ト

ー
が

「

合
理
的
な
も
の

と

非
合
理
的
な
も
の

の

関
係
を
規
定
す
る

と

い

う

本

書
の

主
要
な

課

題

に

ほ

と

ん

ど

成
功
し

て

い

な

い
」

（
→
賢

o
 

房
〔

ず

お
一

P
ω．

ま）

と
い

う

点
に

あ
る

。

オ
ッ

ト
ー

は
「

聖
な

る

も
の
」

を

合

理

的
な

も
の

と

非
合
理

的
な
も
の

か

ら

合
成
さ

れ
た

カ

テ

ゴ

リ

ー

で

あ
る

と

設

定
し

て

い

た
の

で

あ
る

。

ト

レ

ル

チ
と

オ

ッ

ト
ー
で

は

「

合
理

性
／

非
合
理

性
」

の

理

解
に

差
が
あ
る

た

め
、

ト

レ

ル

チ
の

批
判
を

鵜
呑
み

に

す
る

こ

と

は

出
来
な
い

。

し
か

し

注
目
す
べ

き

は
、

オ

ッ

ト
ー

が

「

聖
な

る
も
の
」

の

う
ち
の

非
合
理
な

要
素
1ー
ヌ

ミ

ノ

ー
ゼ
で

は

な
く、

非
合
理

的
な
要

素
と

合
理
的
な
要
素

（

11
倫
理

的
な

要

素
）

の

調
和
こ

そ
が
宗
教
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