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へ

ー

ゲ
ル

祭
祀
論
の

射
程

石

　
川

　
和

　
宣

　
へ

ー
ゲ
ル

は

晩
年
一

八
二

七

年
の

宗
教
哲
学
講
義
の

末
尾
に

配
置
さ
れ

た

祭
祀
論
に

お

い

て
、

「

哲
学
と

は

絶
え

ざ
る

祭
祀
の

よ

う
な

も
の

で

あ

る
」

と
述
べ

て

い

る
。

こ

の

記
述
は

旧

版
の

編
集
に

お

い

て

は

除
か
れ
て

い

た

た
め
、

ま
だ

十
分
に

解
釈
さ

れ
て

い

な
い

。

本
発

衰
で

は

こ

の

言

及

を
二

七
年

講
義
第
一

部
の

構
造
か

ら

解
釈
す
る
こ

と
に

よ

っ

て
、

こ

れ
ま

で

知
ら
れ
る

こ

と

の

な
か

っ

た
へ

ー

ゲ
ル

哲
学
と
祭
祀

論
と

の

緊
密
な

連

関
に

つ

い

て

考
察
す

る
も
の

で

あ
る

。

　
上

述
の

誉
及
が

あ
る

の

は
二

七

年
講
義
だ
け

で

あ

る

と

い

う
こ

と

か

ら
、

最
も
大

部
で

あ

り
、

旧
版
の

祭
祀
論
が

主
に

依
拠
し
て

い

た

二

四

年

講
義
と
の

比

較
に

よ

っ

て、

二

七

年
講
義
の

独
自
性
を

探
る

。

こ

の

比

較

に

よ
っ

て

大
き

く

際
立
つ

の

は、

一
、

「

信

仰
」

概
念
の

変
容
と

位
置
づ

け
の

変
化、

二
、

「

意
志
」

の

強
調
で

あ
る

。

　
一
、

二

四

年
の

祭
祀
論
で

は、

信
仰
が

祭
祀
の

基
盤
で

あ

り
、

そ
の

実

現
が

祭
祀
の

目
的
で

あ
る
と

さ
れ

る
。

こ

こ

で

言
わ
れ
る

信
仰
と

は
奇
跡

や
権
威
な
ど
の

外
的
要

因
に

よ
っ

て

強
制
さ

れ
る
も
の

で

は

な

く、

あ
く

ま
で

自
己
に

内
在
的
な
啓
示
に

よ

っ

て

確
証
さ
れ
る

も
の

で

な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。

へ

ー

ゲ
ル

は

こ

の

よ

う
な

自
己

関
係
を
「

私
の

精
神
の

証
言
」

と

呼
ん
で

い

る
。

し

か

し
人

間
は

様
々

な

「

自
然
的
規

定
性
」

に

囚
わ
れ

て

い

る

た
め

、

こ

の

自
己

関
係
を

十
全
な

形
で

実
現
す
る

こ

と

が
で

き
な

い
。

こ

こ

に

祭
祀
の

必
要
性
が

生
じ

る
。

祭
祀
の

本
質
は

外
的
な

い

し
は

内
的
な

自
然
的

規
定
性
の

放
棄
で

あ
る

。

前
者
は

「

供
儀
」

に

お

い

て
、

後
者
は

「

贖
罪
」

に

お

い

て

実
現
す
る

。

贖

罪
に

お

い

て

人

間
は

自
己
の

有
限
な

主
観
性
を

放
棄
し

、

神
に

委
ね
る

。

そ

の

よ
う
に

し
て

純
化
さ

れ

た

主

観
が

神
と

関
係
す
る

と

き、

精
神
の

証

言
と
し
て

の

信
仰
は

成

就
す

る

と
さ

れ
る

。

そ
れ
に

対
し

て

二

七

年
で

は

対
照

的
に、

信
仰
は

宗
教
に

お

け
る

実
践
的

関
係
と
し

て

の

祭
祀
の

基
盤
で

は
な
く、

表
象
等
と

並
ぶ

理
論

的
関
係
の

代
表
と

し

て

位
置
づ

け
な
お

さ

れ
る
。

　
二
、

信
仰
概
念
の

変
容
に

伴
っ

て
、

祭
祀
と

信
仰
の

闇
に

は

対
立
が

際

立
つ

よ

う
に

な

る
。

二

七

年
で

新
た

に

祭
祀
の

基
盤
と

な

る

の

は
信
仰
で

は

な

く、

「

神
だ

け

が

現
実
で

あ
る
か

ら
、

私
は

神
に

お

い

て

私
の

真

理

と

現

実
を

持
つ

べ

き
で

あ
る
」

と

確
信
的
に

意
志
す
る

こ

と

に

あ
る

と
さ

れ

る
。

二

四

年
と

最
も

異
な
る

の

は

こ

の

「

私
の

真
理
と

現
実
」

の

保
持

で

あ
る

。

自
己

関
係
と

し
て

の

信
仰
は

結
局
の

と

こ

ろ

対
象
へ

の

没
入
で

あ

り、

自
己

忘

却
と

し

て

の

関
係
の

解
消
で

あ
る

。

「

人
間

意
識
の

神
へ

の

関
わ
り

」

と

し

て

の

宗
教
に

お

い

て

重
要
な

の

は

こ

の

「

関
係
」

で

あ

る
。

二

七

年
の

こ

う

し
た

設

定
に

お

い

て

ク

ロ

ー

ズ

ア

ッ

プ

さ

れ
る

の

が
、

制
限
的

意
志
と

い

う
独
特
の

コ

ン

セ

プ
ト

で

あ
る

。

へ

ー
ゲ
ル

は

通

常
無
制
限
的
と

見
な
さ

れ
る
意
志
に

む
し

ろ

制
限
性
を
見
て

取
る
。

意
志

が

制
限
的
で

あ
る

と

い

う
の

は、

意
志
し
欲
望
す
る
こ

と

に

よ

っ

て

は

じ

め

て

「

私
」

は

対
象
で

な
い

も

の

と

し
て

限

界
づ

け

ら
れ

る

か

ら
で

あ

る
。

二

七
年
の

祭
祀
論
で

は

こ

の

制
限
的
意
志
が
活
用
さ

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

神
と
人
と

の

絶
対
的
関
係
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に

な

る
。

　

宗
教
的
に

行

為
す
る

主
体
は、

そ

の

祈
り
や

自
己

放
棄
に

お

い

て

も
な

お
、

神
と

の

関
係
を

樹
立
せ

ん

と

す
る
意
志
に

導
か

れ
て

い

る
。

そ

の

意

志
は

自
ら
の

意
志
を

放
棄
し

よ
う
と

す
る

意
志
で

あ
る
か

ら
、

意
志
の

放
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棄
は

意

志
の

消
滅
を
意
味
し

な
い

。

こ

の

よ
う
な
形
で

特
殊
性
か

ら
浄
化

さ
れ、

純
化
さ

れ
た

主
体
は、

神
の

う
ち

に

あ
り
つ

つ
、

な

お

か

つ

意
志

す
る

主

体
と

し
て

保
持
さ

れ
る

。

こ

の

構
造
は

『

エ

ン

ツ
ユ

ク

ロ

ペ

デ

ィ
」

で

語
ら
れ

た

「

客
観
的
思

想
」

と

類
比
的
な

関

係
に

あ
る

。

「

思

考
」

は

経
験

的
対
象
か

ら

特
殊
性
を

剥
ぎ

取
る

こ

と

に

よ

っ

て

普
遍
性
へ

と

高

め
、

そ

れ
を
「

思
想
」

と

し
て

我

有
化
す

る
。

つ

ま

り

考
え
る

こ

と

に

よ

っ

て

私
は

対
象
の

許
に

居
合
わ
せ

つ

つ
、

私
自
身
の

許
に

も

居
合
わ
せ

て

い

る

の

で

あ
る

。

へ

ー

ゲ
ル

的
な
意
味
で

「

自
由

」

と

呼
ば
れ

る

こ

の

構

造
を、

哲
学
と

同
様
に

祭

祀
も

ま

た
備
え
て

い

る
。

こ

の

意

味
で、

哲
学

と
祭

祀
の

類
比
的
性

格
は

語
ら

れ

る

の

だ

と

考
え
ら
れ

る
。

ヴ
ァ

イ
マ

ー

ル

期
ド

イ
ツ

の

宗
教
思
想

宮

嶋

俊

　
一

　

ヴ
ァ

イ

マ

ー
ル

期
ド

イ

ツ

の

宗
教
的
・

思

想
的
状
況
は、

こ

れ

ま
で

以

下
の

よ

う
に

特
徴
づ

け
ら

れ
て

き

た
。

ま
ず

伝
統
的
な

キ
リ
ス

ト

教
教
会

に

お

い

て

様
々

な

動
き

が
あ
っ

た
こ

と

は
確
か

だ
が

、

全
体
と

し
て

そ

の

力
は

弱
ま
っ

た
。

だ

が

「

宗
教
」

そ

の

も
の

へ

の

関
心
は

高
く、

様
々

な

宗
教

。

精
神
運
動
が

キ
リ

ス

ト

教

教

会
の

外

部
で

盛
ん

に

な

っ

た
。

ま

た、

と

り
わ

け
リ
ベ

ラ

ル

な
プ
ロ

テ

ス

タ
ン

テ
ィ

ズ

ム

を

背
景
と

し
て、

今
日

我
々

が

宗
教

学
と

呼
ぶ

営
為
が

展
開
し

た
。

そ

う
し

た

状
況

下
で

プ

リ

ー

ド

リ

ッ

ヒ

・
ハ

イ

ラ

ー
も
活
動
し
て

い

た
。

　
ハ

イ

ラ

ー

は
宗
教

学
者
で

あ
る

と

同

時
に

ド

イ
ツ

高
教
会
運
動
に

お

い

て

指
導
的
な

役
割
を
果
た

し、

こ

の

運
動
の

理
論
的
支
柱
と

も
な

る
「

福

音
主
義
的
カ

ト
リ
ッ

ク

性
」

と

い

う
思
想
を
鍛
え
上
げ
て

い

っ

た
。

こ

こ

で

い

う
「

カ

ト
リ
ッ

ク

性
」

と

し
て
、

そ
れ
が

普
遍
性
を

意
味
す
る

と

同

時
に

雑
種
性、

す
な
わ

ち

カ

ト

リ
シ

ズ

ム

の

中
に

は

歴
史
的
に

様
々

な

宗

教
の

要
索
が

存

在
し
て

い

る

こ

と

が

指

摘
さ
れ
る

。

そ

れ

ゆ

え
厳
し

く

制

度
化
さ

れ、

画
一

化
さ

れ

た
ロ

ー
マ

・

カ

ト
リ

ッ

ク

の

対
極
に

あ
る

と

さ

れ

る
。

ま

た

「

福
音
主

義
的
」

と
は
、

個
人
的
・

内
面
的
な

宗
教
性
を

そ

の

特
徴
と

す
る

。

そ
し
て

、

そ
の

両
者
が

統
合
さ

れ

る

こ

と

に

ハ

イ
ラ

ー

は

キ

リ

ス

ト

教
の

理
想
を

見
出
し
て

い

る。

　
一

九
二

〇

年
代
後
半
か

ら

三

〇

年
代
に

か

け
て
、

ハ

イ

ラ

ー

は

「

闘

争
」

の

中
に

置
か

れ
る

が
、

そ
の

相
手
の
一

方
は

当
時
の

ロ

ー

マ

・

カ

ト

リ

ッ

ク

教
会
で

あ
り、

も
う
一

方
は

ナ

チ

ズ
ム

に

迎

合
し

て

い

く
キ

リ
ス

ト

者
た

ち
で

あ
っ

た
。

そ
し

て

両
者
に

対
す
る

批
判
は

内
在
的
に

結
び
つ

い

て

い

る
。

ハ

イ

ラ

ー

に

と

っ

て
、

「

カ

ト
リ
ッ

ク
」

と

は

普
遍
的
・

エ

キ
ュ

メ

ニ

カ

ル

で

あ
り
、

そ

の

本
質
に

お

い

て

超
国
家
的
な
も
の

で

あ
っ

て
、

そ

の

中
に

は

多
様
な
も

の

の

統
…

が

見
ら

れ

る

と

い

う
。

そ
の

「

雑

種
性
」

の

中
に

は

元

来
、

ナ
シ

ョ

ナ

ル

な

要
素
が

含
ま

れ
て

お

り

な

が

ら、

し

か

も
そ

の

本
質
は

統
一

さ

れ

て

い

る
。

そ

し

て

ハ

イ
ラ

ー

は

ロ

ー

マ

・

カ

ト
リ

ッ

ク

教
会
の

中
央
集
権
主

義
的
姿

勢
を

批
判
す

る
。

ロ

ー

マ

・

カ

ト
リ

ッ

ク

教
会
は

確
か

に

統
一

さ
れ

て

い

る

が
、

し
か

し
そ
れ

は

閉

鎖
的
に

組
織
化
さ
れ
た

も
の

で

あ
り、

そ

れ

ゆ

え
力

ト

リ
シ

ズ

ム

が

本

来
持
っ

て

い

た

多
様
性
を
失
っ

て

い

る

か

ら
で

あ
る

。

そ
し

て
、

そ
れ

ぞ

れ
の

民

族
に

よ

る

言
語
を
用
い

た
典

礼
の

必
要

性
を

説
く

。

ゆ
え
に

こ

こ

で

ハ

イ
ラ

ー

は
、

ゲ
ル

マ

ン

的
キ

リ
ス

ト

教
と

い

う

考
え
方
に

対
し
て

肯

定
的
な

評
価
を

下
す

。

し

か

し

な
が

ら
ハ

イ

ラ

ー

は、

当
時
の

「

ド
イ
ツ
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