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「 は じ ま り 」と は 二 重 性 の 生 き 方 だ と い う こ と を 、考 え て み た

い 。 創 世 記 一 章 一 ～ 五 節 は 、「 天 と 地 」「 光 と 闇 」 と い う 二 重 性

が 、 も の ご と の 「 は じ ま り 」 で あ る こ と を 暗 示 し て い る 。  

 

先 日 テ レ ビ を 見 て い た ら 、何 と か と い う 探 検 家 と 女 優 が 、南 米

の ア マ ゾ ン 河 流 域 の 人 跡 未 踏 の 地 域 を 探 検 す る と い う 話 を や っ



て い た 。 人 跡 未 踏 の 地 域 だ か ら 、 地 球 が 始 ま る 頃 の 遺 跡 や 地 形

が 数 多 く あ り 、 そ れ を 紹 介 す る 番 組 だ っ た 。 わ た し が 見 た の は

途 中 か ら だ っ た が 、 目 が 離 せ な く な り 、 つ く づ く 地 球 の 「 は じ

ま り 」 と い う も の に つ い て 考 え 込 ん だ 。  

も と も と「 は じ ま り 」と は 何 か 。い つ か も 書 い た こ と が あ る が 、

「 は じ ま り 」が あ る た め に は 、そ れ が 、時 間 的 に も 空 間 的 に も 、

始 ま ら な い 前 が あ る は ず で 、 こ の 事 態 は 、 時 間 と し て も 空 間 と

し て も 、 わ た し た ち の 存 在 は 無 限 に 連 な っ て い る と い う こ と に

通 じ て い よ う 。よ く 夜 空 を 眺 め て い て 、「 宇 宙 の 涯 な ん て な い な 」

と 思 う こ と が あ る 。 そ し て 、 そ も そ も 涯 が あ る と し た ら 、 そ れ



は 始 ま り と 終 わ り の 二 重 性 の も の か も し れ な い な 、 と 思 っ た り

す る 。「 は じ ま り 」 は そ の 裏 に 常 に 、 前 の 場 合 の 「 お わ り 」 が あ

っ て 初 め て 「 は じ ま り 」 で あ り 、 そ の 「 は じ ま り 」 と 「 お わ り 」

の 表 裏 一 体 は 「 無 限 」 を 暗 示 し て い る か ら で あ る 。  

 

若 い 友 人 の U さ ん が メ ー ル を く れ た 。そ れ に よ る と 、「 ク リ ア・

カ ッ ト な こ と な ど な い と い う こ と を モ ッ ト ー に し て 生 き て い ま

す 」と あ っ た 。U さ ん は R 大 学 の キ リ ス ト 教 学 科 の 助 教 授 だ が 、

わ た し に 似 て 神 経 症 的 な と こ ろ が あ り 、 い つ も 離 人 症 に な や ん

で い る 。「 神 経 症 に は ク リ ア ・ カ ッ ト な 、 直 り き っ た 状 態 な ど は



な い 」 と わ た し は 常 々 い っ て い た が 、 そ し て 彼 女 が こ う い う 言

葉 を 使 っ て い る の は 、 わ た し の そ の 言 葉 遣 い を 意 図 的 に 真 似 た

も の も の だ と 思 う が 、 わ た し の 注 意 を そ の と き 惹 い た の は 、 彼

女 が 「 そ れ も 、 そ う い う 状 態 に 、 も う 馴 れ ま し た 」 と あ る 点 で

あ る 。 神 経 症 の 治 癒 に は 、 宇 宙 の 涯 の 話 と 同 じ で 、 ク リ ア ・ カ

ッ ト な 、 常 態 と し て の 境 目 な ど は な い の で あ る 。 そ れ は 馴 れ る

も の な の だ 。 だ か ら こ そ 、 そ れ に 「 馴 れ る こ と 」 が 、 本 当 の 意

味 で の 境 目 な の で あ る 。 そ れ が 治 癒 の 始 ま り な の で あ る 。  

対 象 論 理 上 で は 、右 に 述 べ た 意 味 で の「 本 当 の は じ ま り 」は な

い 。 す で に 述 べ た よ う に 、 過 去 は か な ら ず 、 そ れ 以 前 の 、 過 去



を 過 去 と し て あ ら し め て い る も の に つ な が っ て い て 、 は じ め て

過 去 で あ り う る か ら だ 。 も と も と 神 経 症 の 治 癒 の 「 は じ ま り 」

と は 、 ク リ ア ・ カ ッ ト な も の で は な い 。 そ れ は 「 馴 れ る 」 と い

う 状 態 と 、 少 な く と も 心 理 的 に は 、 重 複 し て い る 。  

む か し 少 年 の こ ろ 、夏 に 臨 海 学 校 に 行 っ て い た こ と が あ る 。沖

の 白 帆 は 動 い て い る よ う に は 見 え な い 。 し か し そ れ は 、 た え ず

動 い て い る の で あ り 、 し ば ら く す る と 、 岬 の か げ に か く れ て い

っ た り す る 。 も の ご と の 実 態 と は 、 そ う い う も の で あ る か も し

れ な い な 、 と 子 供 心 に 思 っ た 。 つ ま り 、 動 き な が ら 動 い て い る

よ う に は 自 覚 さ れ な い の で あ る 。 動 き と 停 止 の 二 重 性 で あ る 。



も の ご と の 「 は じ ま り 」 も 、 ま た 「 お わ り 」 も 、 劃 然 と し て 、

そ こ に あ る も の で は な く 、 そ れ は 対 象 論 理 を こ え た も の 、 そ れ

に 「 馴 れ る も の 」 で は あ る ま い か 、 と そ の と き 思 っ た （ こ う い

う 言 葉 を 子 供 の と き 使 っ た わ け で は な い が ）。  

こ れ は 信 仰 も そ う だ ろ う 。信 仰 は 信 ― 不 信 の 水 準 を 超 出 し 、そ

の 状 態 に「 馴 れ る 」も の で あ っ て 、劃 然 と し た「 は じ ま り 」も 、

ま た そ の 「 お わ り 」 も 、 な い も の で は な い か 。 そ の こ と を 受 け

入 れ る こ と が 大 事 と 思 わ れ る 。  

 

今 日 は 一 年 の「 は じ ま り 」だ が 、わ た し に パ ウ ロ の 、眼 か ら「 鱗



の よ う な も の が 落 ち た 」 回 心 の 体 験 は あ る か （ 使 徒 言 行 録 九 章

一 八 節 ）、 と 聞 か れ れ ば 、「 あ る 」 と 答 え る ほ か は な い 。 そ れ が

わ た し に と っ て 信 仰 の 「 は じ ま り 」 で あ る 。 そ れ は パ ウ ロ の よ

う に 、「 眼 か ら 鱗 の よ う な も の が 落 ち た 」 体 験 で あ っ た 。 四 囲 の

世 界 が 、 一 度 に パ ッ と 明 る く な っ た よ う に そ の 時 感 じ た 。 し か

し そ の 体 験 は 、 一 見 、 明 瞭 な も の で あ り な が ら 、 そ れ は 常 に 、

い わ ば 過 去 の も の で も あ っ た の で あ る 。 つ ま り 論 理 的 に は 、 二

重 性 的 な 曖 昧 な も の で あ っ た の だ 。 そ れ は ク リ ア ・ カ ッ ト な も

の で あ り な が ら 、「 こ れ が 信 仰 の は じ ま り だ 」と 考 え う る よ う な 、

劃 然 と し た も の で は な か っ た 。 回 心 と は よ く 考 え て み る と 、 そ



う い う も の で は な い の だ ろ う か 。  

反 ― 主 観・客 観 的 思 考 と は 、そ れ が 決 し て「 対 象 物 件 」に は な

ら な い と い う 意 味 で 、 あ え て 言 え ば 、 そ れ は 信 仰 と 同 じ で 、「 時

間 を 超 越 し た と い う 意 味 で の 過 去 」、 と い う 事 態 で は な い か 。 過

去 ・ 現 在 ・ 未 来 と い う の は 、 時 間 の 対 象 化 で あ り 、 い ま 言 お う

と し て い る こ の 「 過 去 」 は 、 線 的 時 間 と し て の 過 去 で は な い 。

そ れ は 論 理 的 に は 、 劃 然 と 捉 え る こ と は で き な い と い う 意 味 で

の 「 過 去 」 で あ る 。 こ の 「 過 去 」 は 、 線 的 時 間 で の 過 去 の よ う

に 、 確 定 し た 意 味 で 存 在 し な い と い う 意 味 で 過 去 で あ る の で は

な い 。 対 象 化 さ れ た 時 間 以 前 の 、 一 本 の 線 と し て の 、 過 去 の 時



点 と し て は と ら え ら れ な い と い う 意 味 で の「 過 去 」な の で あ る 。  

と い う よ り 、わ た し の 回 心 体 験 は 、線 的 意 味 で の 過 去 を 超 え た

も の だ と い う こ と が で き よ う 。 わ た し は い つ も 、 自 分 の 回 心 体

験 、 信 仰 の 「 は じ ま り 」 を 思 う と き 、 そ れ を 、 線 的 時 間 を 超 え

た 、 理 論 的 つ ま り 対 象 論 理 的 な 、 線 的 意 味 で の 自 分 の 過 去 の 回

心 体 験 と し て 考 え て 、 常 に あ る も ど か し さ を 感 じ て い る 。 そ れ

は 質 的 「 は じ ま り 」 を 、「 量 的 ・ 時 間 的 」 始 ま り と 混 同 し て い る

の で あ る 。 む か し の 人 は そ れ を 、 前 者 を カ イ ロ ス 、 後 者 を ク ロ

ー ノ ス と 言 っ て 区 別 し た 。  

こ う も 言 え る か も し れ な い 。わ た し の 回 心 は 、線 的 時 間 の あ る



時 点 と い う こ と で あ っ て 、 線 的 時 間 は す ぐ に 古 く な る （ ク ロ ー

ノ ス ）。 問 題 は 、 そ の 時 点 で 、 わ た し が 主 体 的 転 換 を し た と い う

こ と で あ る 。 そ れ は 古 く は な ら な い 。 主 体 性 は 古 く は な ら な い

（ カ イ ロ ス ）。 つ ま り 、 回 心 の 体 験 に は 二 種 類 あ る 。 一 つ は 線 的

意 味 で の 過 去 の 出 来 事 で あ り 、 も う 一 つ は 、 主 体 的 出 来 事 と し

て の 「 過 去 」 で あ る 。  

 

質 的 に 相 違 し た 生 き 方 に 目 覚 め る と い う こ と は 、そ の よ う な 意

味 で 、 線 的 時 間 の 枠 に と ら わ れ な い 、 生 き 方 で は な い か 。 そ れ

が 主 体 性 と い う こ と で は な い か と わ た し は 思 う 。 わ た し が 自 分



の 回 心 の 体 験 を 思 い 出 す と き 、「 そ れ で も い い の だ 」 と い う 、 あ

る 本 質 的 な 大 肯 定 、 信 仰 の 「 は じ ま り 」 を 感 ず る 。 具 体 的 に 言

え ば 、 そ れ が わ た し の 場 合 、 イ エ ス を キ リ ス ト と 信 ず る と い う

信 仰 告 白 だ っ た 。 理 論 的 ・ 客 観 的 、 線 的 時 間 と し て 言 え ば 、 こ

の 信 仰 告 白 に 対 し て は 、 疑 問 は 湯 水 の ご と く 湧 き 起 こ る 。 し か

し 「 そ れ で も い い 」 の で あ る 。  

 

人 間 の 信 仰 の 「 は じ ま り 」 と は 、 そ う い う も の で は な い の か 。

疑 問 と 肯 定 の 二 重 性 で あ る 。 そ れ は い わ ば 肯 ・ 否 を 含 め た 大 肯

定 だ 。 こ れ は 、 信 仰 は 知 性 の 犠 牲 と か 、 や み く も に 信 ず る と い



う こ と と は 、 別 の こ と で あ る 。 わ た し が ひ そ か に 恐 れ て い る の

は 、 世 の キ リ ス ト 教 徒 が 、 信 仰 の こ の 質 的 出 来 事 を 、 量 的 ・ 時

間 的 出 来 事 と 勘 違 い し て 、 知 性 の 犠 牲 を 自 分 に 強 い た り 、 や み

く も に 信 じ た り し て い る こ と で あ る 。  

だ か ら わ た し の 日 常 生 活 に は 、 倫 理 的 生 活 上 に は 変 化 は 無 い 。

わ た し は 依 然 と し て 、 い い 加 減 な 、 だ ら し の な い 男 で あ る 。 身

の 処 し か た と し て も 、 身 綺 麗 に も 、 偉 く も な っ て い な い し 、 牧

師 ら し く も な い 。 こ の 傾 向 は 高 齢 に な っ て （ 七 九 才 ）、 ま す ま す

顕 著 に な っ て い る 。 史 上 数 あ ま た あ る 聖 僧 の よ う に 、 ク リ ア ・

カ ッ ト に 「 枯 れ て 確 実 な 」 宗 教 家 で は わ た し は な い 。 い つ か も



何 か で 読 ん だ が 、 あ る 親 子 が 「 う つ 」 に な っ て 、 あ る 指 導 を う

け 、 子 供 の ほ う は メ キ メ キ よ く な っ た が 、 親 の ほ う は 一 向 に よ

く な ら な い 。 し か し あ る 時 、 そ の 親 は 「 気 が つ い た ら 、 昔 の 自

分 は こ う い う 反 応 で は な か っ た 、 む か し の 状 態 は 過 ぎ さ っ た 」

と 思 っ た そ う で あ る 。わ た し も と き ど き 、そ う 思 う こ と が あ る 。

そ れ が 「 は じ ま り 」 で は な い の だ ろ う か 。  

 

H 君 に 借 り た 本 で 読 ん だ の だ が 、五 木 寛 之 に 只 管 人 生 と い う 言

葉 が あ る 。 只 管 と は 、「 た だ ひ た す ら 」 と い う こ と だ 。 も と も と

こ れ は 道 元 の 言 い 方 で 、 只 管 打 坐 と い う こ と 、 た だ ひ た す ら 座



禅 を 組 む と い う こ と で あ る 。 つ ま り 、 悟 り を 得 る た め に そ の 座

禅 を 組 む と い う の で は な い 。 そ の よ う な 意 図 は 雑 念 で あ る 。 そ

の よ う な 「 雑 念 」 を 捨 て て 、「 た だ ひ た す ら 」 座 禅 す る と い う こ

と ら し い 。 そ れ を 「 心 身 脱 落 」 と い う 。「 心 身 脱 落 」 の 境 地 は 、

わ た し に は 分 か ら な い が 。  

し か し 悟 り を え よ う と し て 座 禅 を 組 む と い う こ と が 、座 禅 に と

っ て「 雑 念 」で あ る こ と は よ く 分 か る 。そ れ で は 焦 る ば か り だ 。

し か し 一 方 、 も と も と 悟 り を え よ う と し な い で 座 禅 を 組 む と い

う こ と も あ り え な い だ ろ う 。 そ れ に も か か わ ら ず 、 そ の 「 雑 念 」

も 捨 て 去 る 。 つ ま り こ こ に あ る も の も 、 よ く 考 え て み る と 、 悟



り を 得 よ う と す る こ こ ろ と 、 そ れ を 捨 て よ う と す る こ こ ろ の 、

二 重 性 で あ る 。  

只 管 打 座 が あ る の な ら 只 管 作 務 と い う 言 葉 も あ る は ず だ と 思

い 、 自 分 の 本 の ど こ か に そ う 書 い た 。（ 只 管 打 座 は あ る が 、 只 管

作 務 は 禅 の 事 典 に 載 っ て い な い 。） 作 務 と い う 言 葉 は 禅 に あ る 言

葉 で 、 要 す る に 作 業 の こ と で あ る 。 こ れ は わ た し が 森 田 療 法 か

ら 学 ん だ こ と で 、 森 田 療 法 で は 、 始 め に 重 労 働 、 次 に 軽 労 働 を

患 者 に 課 す る そ う だ 。 し か し そ の 労 働 に よ っ て 神 経 症 を 治 そ う

と し て い る う ち は 駄 目 で 、患 者 は 目 前 の 作 業 に 没 頭 す る 。元 来 、

こ の 没 頭 す る と い う こ と が 、 作 業 と い う も の の 本 性 で あ る 。 そ



れ を 続 け て い る う ち に 、 患 者 は 自 分 の 神 経 症 に 気 付 か な く な る 、

つ ま り 直 る 、 と い う の で あ る 。  

作 務 は 禅 僧 の 重 要 な 課 程 で あ ろ う 。 こ こ で も 言 わ れ て い る こ

と は 、 作 務 に よ っ て 悟 り を 得 る の で は な く 、 そ れ は 悟 り を 得 る

道 で は な く て 、 目 前 の 作 業 に 没 頭 す る こ と 、 し か し そ れ が 、 悟

り を う る 方 法 だ と い う 二 重 性 な の で あ る 。  

言 い 換 え れ ば 、 こ こ に は 只 管 打 座 と 同 じ 動 機 が か く さ れ て い

る 。 こ こ で も 、 作 業 に よ っ て 悟 り を う る こ と は 雑 念 と し て 否 定

さ れ 、 し か も 作 業 そ の も の は 、 根 本 的 に は 、 悟 り を 得 る た め だ

と い う こ と 、 言 い 換 え れ ば 、 作 務 に 関 し て の 二 重 性 が 意 図 さ れ



て い る 。 つ ま り 二 重 性 が 、 悟 り の 「 は じ ま り 」 な の で あ る 。  

そ れ に 対 し て 五 木 寛 之 氏 は す で に 述 べ た よ う に 、 只 管 人 生 と

い う こ と を 言 っ て い る 。（ 〇 八 年 一 二 月 の 広 谷 和 文 氏 の ク リ ス マ

ス 説 教 参 照 ） 只 管 人 生 と は 「 そ れ は 、 生 き る こ と 、 で あ る 。 ＜

た だ 生 き る ＞ こ と 、 そ れ が い ま 、 私 が 考 え て い る い ち ば ん 大 切

な こ と だ 」（ 五 木 寛 之 『 ２ １ 世 紀 佛 教 へ の 旅 ・ 朝 鮮 半 島 編 』 講 談

社 、 二 〇 〇 七 年 、 一 九 七 頁 ） と い う こ と だ が 、 そ こ に 見 え る も

の も 二 重 性 で あ る 。 地 獄 を ひ た す ら 生 き る 。 楽 し い こ と 、 生 甲

斐 が な く と も 生 き る 。 し か も 、 五 木 氏 は 端 的 に こ う 書 い て い る 。

「 極 楽 は 地 獄 の な か に た し か に あ っ た の で あ る 。」「 現 実 に 生 き



る と は 、 そ の よ う な 地 獄 と 極 楽 の 二 つ の 世 界 を 絶 え ず 往 還 し な

が ら 暮 ら す こ と で は な い だ ろ う か 」（ 同 書 、 一 八 三 頁 ）。 こ こ に

あ る も の も 、 佛 教 信 仰 に 関 す る 、 明 瞭 な 二 重 性 で あ ろ う 。  

 

信 仰 の 「 は じ ま り 」 と は 、 信 と 不 信 の 二 重 性 だ と 思 わ れ る 。

こ と が ら の 本 質 は 、対 象 論 理 的 に は 二 重 性 で あ る 。終・始 、昼 ・

夜 、 男 ・ 女 の よ う に で あ る 。 そ の 意 味 で 、 対 象 論 理 的 に は 曖 昧

な も の だ 。 ク リ ア ・ カ ッ ト な も の で は な い 。 そ れ は 常 に 線 的 意

味 で は 過 去 に な る 。 し か し そ れ が 、 そ も そ も 「 は じ ま り 」 の 意

味 で は な い か と 思 う 。  


