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信 仰 と い う こ と に 関 し て 自 分 の こ と を 振 り か え っ て み る と 、 青 年 の 頃 と 較 べ て 基 本 的 に は 何 も 進 歩 し

て い な い と 思 う 。 信 仰 に 基 づ い て い る は ず の 自 分 の 生 き 方 に し て も そ う だ 。 そ れ は た ぶ ん 、 自 分 の 信 仰

な る も の が 、 信 と 不 信 の 両 義 性 の も の で 、 一 義 的 に 進 歩 し た り 退 歩 し た り 、 ま た は 解 釈 す る こ と が で き

たりするようなものではないからかもしれない。 

何 回 か 書 い た こ と が あ る が 、 わ た し は 回 心 の 体 験 が あ る か 、 と 問 わ れ れ ば 、 「 あ る 」 と 答 え ざ る を 得 な



い 。 し か し そ れ は 不 信 を 切 り 捨 て て 信 の 生 活 だ け に な っ た と い う も の で は な い の で あ る 。 わ た し も 人 並 み

に 、 キ リ ス ト 教 の 信 仰 を え て （ キ リ ス ト 教 に は 限 ら な か っ た の だ が ） 、 イ エ ス が 神 の 子 キ リ ス ト で あ る と 信 じ 、

生 の安 心 をえたいと 思 っていた 。わたしがその頃 通 っていたのは、家 の 近 く の M 教 会 で、そこの牧 師 は、

説 教 家 とし て海 外 にも 有 名 な、K 牧 師 であった。だからそこで信 じ られなけれ ば、他 のどこでも信 じ ること

はできないと当 時 わ た しは思 っていた。たし かに K 牧 師 の説 教 は迫 力 が あり、わたしも、もう少 しで信 じら

れるように思 ったが、 その最 後 の一 歩 が、 どうしても踏 み出 せ ないでいたのである。今 にして思 うと、K 牧

師 の 聖 書 解 釈 は 、 自 由 主 義 的 聖 書 解 釈 で あ っ た と 思 う 。 た と え ば イ エ ス の 山 上 で の 変 容 （ マ タ イ 伝 一

七 章 一 ～ 一 三 節 、 および その 平 行 記 事 ）は 、イエ スが 、そ の 地 方 にしばし ば 出 る 環 状 虹 と 重 な っ たの だ

と か 、 イ エ ス が 湖 の 上 を 歩 い た の は （ マ タ イ 伝 一 四 章 二 二 ～ 三 二 節 、 お よ び そ の 平 行 記 事 ） 、 ガ リ ラ ヤ

湖 は 遠 浅 で、 それ に 葦 も 生 え て おり 、そ う 見 え ただ けだ 、と いう よ うなもの で あった 。 し かし その ことと 、キ リ



スト教 信 仰 は 別 であ ろ うとわ たし は 感 じ て いた。 そ れに しても 、 そう いう K 牧 師 の 話 を 聞 いたと き の 感 動

は忘 れ難 い。 

その後 わた しは M 教 会 を退 いて U 教 会 に移 り、そこの A 牧 師 の話 を 聞 いている うちに、あるとき（日

時 も 示 せ る が） ふ と、 回 心 を 体 験 し た 、 と いうの が 真 相 で あ る 。 しか し そ の 回 心 と は 、 イエ ス ガ 神 の 子 キ リ

ス ト で あ り 、 奇 跡 も 信 じ ら れ る よ う に な っ た と い う の で は な い 。 わ た し は イ エ ス が 神 の 子 キ リ ス ト で あ り 、

数 々の奇 跡 を行 った というようなことは今 で も信 じられない。だから M 教 会 で のような、自 由 主 義 的 聖 書

解 釈 も 、 そ れ で 万 事 解 決 す る た め に は 、 最 後 の 一 歩 が 踏 み 出 せ な い で い た の で あ る 。 わ た し の 回 心 と

いう のは 、 「 そ れ でも いいの だ 。 そ の 信 じ ら れ な いと いう 事 実 を 持 って いる こ と が 、 人 間 にと っ て 自 然 な こと

な の だ 。 そ し て わ た し が 信 じ ら れ な い こと が 、 イ エ ス の 十 字 架 上 で の 死 の 必 然 で あ り 、 わ た し が 人 間 の 自

然 さ ― ― 「 当 た り 前 」 と い う 意 味 で 、 こ の 「 し ぜ ん さ 」 を 「 じ ね ん さ 」 と 言 う 場 合 が あ る が ― ― に 立 ち 返 る こ と



が、 復 活 と いう ことの 意 味 な の だ」 と いう 大 きな 肯 定 に 気 が ついた ので ある 。 この ような イエ スの 死 と 復 活

が あ る 限 り 、 無 理 に 信 じ よ う と す る 最 後 の 一 歩 を 、 自 力 で 踏 み 出 す こ と な ど 、 も と も と 必 要 な か っ た の だ

ということに気 がついたのである。 

そのような 、 不 信 を 本 性 、 内 に 含 んだ 信 、 信 即 不 信 の 両 義 的 な 信 が 、わ た しの 回 心 の 体 験 と 言 えば

体 験 で あ る 。 そ れ は ふ と し た 、 し か し そ れ だ け に 決 定 的 な こ と で あ る 。 決 定 的 な こ と は 、 い つ も ふ と し た 風

情 を 持 っ て い る 。 だ か ら 信 仰 と か 回 心 と い う も の は 、 信 対 不 信 の 両 極 勢 力 の 、 一 方 で あ る 不 信 を 切 り

捨 て る こ と で は な い の で は な い か 、 と 思 う よ う に な っ た 。 そ れ が ど う い う 事 情 で あ る か 、 と い う こ と を 解 明 す

る こ と が 、 そ の 後 の わ た し の 著 作 活 動 の 根 本 的 動 機 に な っ て い る 。 小 説 家 の 椎 名 麟 三 氏 も 、 「 信 じ ら

れないということ」という随 筆 の 中 で、自 分 の中 での「信 じられないということの復 権 」を主 張 している。 

だ か ら わ た し は 井 上 洋 治 神 父 の 「 弱 い 私 だ か ら こそ 」 と いう 次 の よ う な 詩 を 読 む と 、 安 心 す る の で あ る 。



「 イ エ ス さ ま 、 あ な た だ け い て く だ さ れ ば 、 そ れ で じ ゅ う ぶ ん 、 あ と は な ん に も い り ま せ ん ／ こ こ ろ か ら そ う お

祈 りで き た らと 、 思 い なが ら／ そ れが できず に、 寝 た っ きりに なる ことを 、 目 が 全 く 見 え なく な る こと を、 なに

か恐 れて いるわたし／ でも、アッバ、そうな ったときは、弱 い私 だ からこそ、おみ 風 さま は、必 ず しっかりと、

抱 き と め て く だ さ る の で す よ ね 」 。 あ の 篤 信 の 井 上 神 父 す ら 、 「 そ れ が で き ず に 」 と こ の 詩 の 中 に 書 い て い

るように 、 自 分 の 将 来 を イエ ス に 信 頼 し て 任 せきれず 、そ れに 不 安 を もって いる のであ る( 井 上 神 父 は 目

が 悪 い ) 。 そ れ ゆ え に こ そ 、 「 必 ず 、 し っ か り と 、 抱 き と め て く だ さ る の で す よ ね 」 と イ エ ス に 確 認 を 求 め て い

る。言 い換 えれば、井 上 神 父 も、自 分 の中 に不 信 と 不 安 を持 っ ている。それにもかかわらず、井 上 神 父

は こ の 詩 の よ う な 信 仰 を 、 イ エ ス に 対 し て 持 っ て いた 。 つ ま り 篤 信 の 井 上 神 父 の 信 仰 も 、 不 信 を 内 に 含

んだ両 義 的 ・二 重 性 的 なものなのである。 

ル タ ー は 、 信 仰 を 「 罪 人 に し て 同 時 に 義 人 」 と 言 っ た が 、 こ れ は か な ら ず し も 倫 理 的 な 意 味 で の み 解



せ ら れ る 必 要 は な い 。 認 識 論 的 に も 言 わ れ る べ き で 、 そ の 場 合 、 こ れ は 「 不 信 者 に し て 同 時 に 信 者 」 と

いう こと に な る 。 し か し こ の 言 い 方 は 、 ル タ ー に と っ て 、 信 仰 は 倫 理 的 に も 認 識 論 的 に も 、 信 と 不 信 の 両

義 的 ・ 二 重 性 的 な も の で あ る こ と を 示 し て い る 。 つ い で に 言 え ば 、 宗 教 改 革 の 第 二 世 代 で あ る カ ル ヴ ァ

ン 、ツ ウ ィン グリに なる と 、 人 文 主 義 の 影 響 を 受 けて、 この 両 義 性 は 後 退 し 、 信 仰 が 合 理 的 、 倫 理 的 に

解 さ れ る よ う に な る と い う こ と が あ る 。 し か し こ の 信 仰 の 両 義 性 ・ 二 重 性 と は 、 具 体 的 に は ど う い う こ と

か。 

 

大 学 で 神 学 を 勉 強 し は じ め て 、 最 も 印 象 に 残 っ て い る こ と の 一 つ は 、 理 解 に は 二 種 類 あ る と い う こ と

を 学 ん だ こ と で あ る 。 一 つ は 対 象 論 理 的 理 解 (Ve r s t a e n dn i s ) で あ り 、 も う 一 つ は 実 存 的 理 解

(Ve r s t e he n ) あ る 。 わ た し た ち が 「 理 解 す る 」 と い う 場 合 、 大 概 の 場 合 、 た と え ば １ ＋ ２ ＝ ３ で あ る と い う よ



う に 、 対 象 論 理 と し て あ る 事 柄 を 納 得 す る こ と で あ る 。 そ れ は 自 分 に も 他 人 に も 通 用 す る 論 理 、 つ ま り

一 義 的 論 理 で 、 両 義 的 ･ 二 重 性 的 で あ る こ と は な い 。 そ れ は 科 学 的 ･ 合 理 的 理 解 で あ る と 言 え る 。 宗

教 の因 果 応 報 思 想 もそうだし、先 に触 れ た M 牧 師 の聖 書 の 自 由 主 義 的 解 釈 も そうである。それは論

理 的 に 納 得 でき る。 聖 書 の 自 由 主 義 的 解 釈 と いう のは 教 会 の 権 威 か らの 自 由 と いう ことで 、 その 解 釈

は、 合 理 的 ･ 倫 理 的 に 納 得 でき る こと であ る 。さき に 触 れ た カル ヴァ ンの 場 合 、 信 仰 は 倫 理 的 で 合 理 的

だ と す る そ の 主 張 が 過 ぎ て 、 そ の 原 理 に よ っ て ジ ュ ネ ー ブ に 神 政 々 冶 を 行 お う と し 、 そ の あ ま り の 厳 し さ

の ゆ え に 、 一 度 ジ ュ ネ ー ブを 追 放 さ れ た り し て いる 。 ち な み に 言 え ば 、 聖 書 学 に 関 す る 限 り 、 この 対 象 論

理 として聖 書 を｢研 究 する｣聖 書 学 が、 現 代 にいたるまで、続 いて いる。 

し か し 、 人 間 に 関 す る か ぎ り 、 し た が っ て ま た 人 間 の 中 枢 で あ る 宗 教 に 関 す る 限 り 、 対 象 論 理 的 理

解 だ け で は 不 充 分 で あ ろ う 。 対 象 論 理 的 ･ 学 問 的 に で は な く て 、 実 存 的 に 物 事 を 理 解 す る こ と が 、 信



仰 で あ る と 言 え る 。 い ま ここで 生 きて いる 自 分 が 、 自 分 自 身 で ― ― つま り 知 的 分 別 知 を こえ て ― ― 納 得

す る こと 、 言 い 換 え れ ば 「 最 後 の 無 理 な 一 歩 」 を 踏 み 出 す 必 要 の な い 理 解 が 、 本 当 の 理 解 と いう こ と で

あ ろ う 。 そ れ が 実 存 的 理 解 で あ っ て 、 信 仰 と は そ う い う 本 性 の も の で は な い か と 思 う 。 こ う い う 言 葉 は 使

いたくないが、その意 味 で、それ は超 論 理 的 である。 

わ た し は 学 生 時 代 、 ブ ル トマ ン と いう 学 者 に よ っ て 、 実 存 論 的 (ex i s t e z i a l )と 実 存 的 (ex i s t e n z i e l l ) の

区 別 を 学 んだ。 実 存 はいまここでの、自 分 自 身 の 問 題 であり、 確 定 した 対 象 論 理 にならないで、その意

味 で つ ね に 「 実 存 的 」 で あ る 。 そ れ な ら ば 、 そ れ は 実 存 に つ い て の 論 理 つ ま り 「 実 存 論 的 」 認 識 に も な ら

ないはず だ 、と いう 議 論 であ る 。 学 問 的 に 説 明 さ れ た 実 存 と は 、 いま 生 き て いる この 自 分 を 離 れて いる と

い う 意 味 で は 嘘 な の だ 。 太 宰 治 が 志 賀 直 哉 を は じ め 、 学 者 ･ 文 化 人 一 般 を 攻 撃 し た の も 、 根 本 的 理

由 は、この 水 準 での嘘 である。 



 

いま、 朝 日 新 聞 の 夕 刊 に、 北 村 薫 という 人 の（この作 者 が 男 性 であるか女 性 であるか 分 からないが、た

ぶ ん 女 性 ） 『 ひ と が た 流 し 』 と い う シ ャ レ タ 小 説 が 連 載 さ れ て お り 、 わ た し は 毎 夕 、 面 白 く 読 ん で い る 。 主

人 公 （ 群 ） は 、 千 波 、 美 々 、 牧 子 と い う 四 〇 才 代 半 ば の 、 高 校 時 代 以 来 の 親 友 た ち で 、 千 波 は テ レ ビ

の ア ナ ウ ン サ ー 、 牧 子 は 小 説 家 で あ る 。 そ の 千 波 が 乳 癌 に な っ て 手 術 を 受 け る 。 そ し て 美 々 の 娘 の 玲

に 、 こ う 言 う と こ ろ が あ る 。 「 今 度 の 手 術 の 時 、 色 々 、 世 話 を し て く れ た 牧 子 が 、 病 室 か ら 帰 り が けに 、 ち

らりと振 り 返 っ た。 そ の 目 に『 生 きていて』っ ていう 願 いがあった ん だ。― ―― ・・・ビックリ した。 後 か ら来 て

く れ た 美 々 ち ゃ ん に も 、 そ ん な 感 じ が あ っ た 。 意 外 だ っ た な あ 」 。 そ れ は 「 胸 の 内 か ら 湧 き 出 る 、 本 当 の 、

ぎ り ぎ り の 真 情 を こ め て 『 生 き て い て 』 」 と い う 願 い で あ っ た （ 朝 日 新 聞 、 〇 六 年 一 月 一 二 日 ､ 夕 刊 ） 。 そ

れ を 読 ん で 、 わ た し は 、 本 当 の 交 流 と は こ う い う も の で あ ろ う か と 思 っ た 。 こ の 交 流 は 、 言 語 や 挨 拶 を 超



え た 、 つ ま り 、 分 別 知 上 で の や り 取 り を 超 え た 、 本 当 の 真 実 で あ る ら し い。 そ れ が 聖 霊 と いう も の の 出 番

か も し れ な い 。 「 使 徒 言 行 録 」 ニ 章 一 ～ 四 節 に は 次 の よ う に あ る 。 「 五 旬 節 の 日 が 来 て 、 一 同 が 一 つ に

なっ て 集 ま って いる と 、 突 然 激 し い風 が 吹 いて く る よう な 音 が 天 から 聞 え 、 彼 ら が 坐 っ て いた 家 中 に 響 い

た 。 そ し て 炎 の よ う な 舌 が 分 か れ 分 れ に 現 れ 、 一 人 一 人 の 上 に と ど ま っ た 。 す る と 、 一 同 は 聖 霊 に み た

さ れ 、 “ 霊 ” が 語 ら せ る ま ま に 、 ほ か の 国 々 の 言 葉 で 話 し 出 し た 。 」 語 る 言 葉 は 多 い が 、 語 る こ と は 一 つ

の 理 解 な の であ る 。 千 波 の 職 場 に も「 生 きて いて 」 と 願 う 知 り 合 いは 大 勢 いる 。 そ の 人 々 も 千 波 に 「 生 き

て い て 」 と 言 う だ ろ う が 、 し か し 千 波 に よ る と 、 「 ― ― ― で も そ う い う こ と と は 違 う ん だ 」 （ 同 夕 刊 ） と い う の で

ある。何 が違 うのか。 

千 波 と 牧 子 な いし 美 々が 、 それ ぞれ が 個 人 同 士 で あり、 その こと は「 職 場 の 人 々」 でも 同 じで ある 。 個

人 同 士 だ か ら 行 き 違 い も あ る 。 同 じ 夕 刊 に よ る と 千 波 は 「 は た 目 に 強 い 人 間 と 見 え た 千 波 は 、 自 分 を



実 際 以 上 のエ ゴイ ス トと 感 じ て いた よう だ 。 そ して 、 そ の 思 いを 裏 返 す よ う に、 自 分 を 、 一 人 だ と 思 っ て い

たらしい」と いう。 そこにもすでに行 き 違 いが ある。その ような千 波 とその 友 人 たちの 間 の 、 現 実 の 相 違 に

も か か わ ら ず 、 し か し そ の 相 違 を 超 え て 、 日 常 の 言 葉 や 挨 拶 で は 表 わ せ な い 深 い 交 流 は あ る 。 実 存 的

理 解 はあるのである。そのことを作 者 はここで描 写 して いるのである。 

わ た し は こ の 小 文 の 最 初 に 、 信 と 不 信 の 相 違 に も か か わ ら ず 、 そ の 相 違 を 超 え て こ そ 、 本 当 の 信 は

あるという こと、そ れ は超 論 理 的 な ことだ と言 った が 、それも 同 じ事 情 であ ろう。もともと宗 教 とは 宗 、 すな

わ ち 「 お お も と 」 に つ い て の 教 え で あ る 。 「 お お も と 」 と は ､ 人 間 が 作 っ た 論 理 や 言 葉 を 超 え た も の で あ る 。

「 お お も と 」 が す べ て の 「 お お も と 」 で あ る 以 上 、 千 波 や そ の 友 人 た ち の 真 実 の 交 流 に 、 そ れ が 関 わ ら ぬ

は ず は な い 。 宗 教 と は 元 来 、 そ う い う も の に 関 わ る こ と で は あ る ま いか 。 そ れ な ら ば 、 わ た し た ち が 毎 日 の

日 常 の 中 で 、 不 信 、 絶 望 、 い さ か い 等 が あ っ た か ら と い っ て 、 つ ま り 現 実 の 相 違 が あ っ た か ら と い っ て 、



とくに慌 てる必 要 はないのかもしれない。(06114 )  


