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『 現 代 世 界 に お け る 霊 性 と 倫 理 』 （ 富 坂 キ リ ス ト 教 セ ン タ ー 編 、 行 路 社 、 二 〇 〇 五 年 ） と い う 本 を 読

ん で い た ら 、 そ の 中 の 奈 須 瑛 子 と い う 人 の 論 文 に 、 re l i g i o n  と い う 言 葉 の 構 成 は 、 re （ 再 び ） と  l i g i o n

（ 結 ぶ ） で あ り 、 レ リ ジ ョ ン つ ま り 宗 教 と は 、 「 神 と の 関 わ り を 再 び 結 ぶ と い う 意 味 だ 」 と 書 い て あ っ た （ 同

書 、 八 八 頁 ） 。 手 許 の 、 小 学 館 『 ラ ン ダ ム ハ ウ ス 大 英 和 辞 典 』 に は 、 re l i g i o n と いう 語 に つ い て そ の よ う

な語 源 的 記 述 はな いが、 教 文 館 の『キリ スト教 大 事 典 』では、 比 屋 根 安 定 氏 によっ て、re l i g i o n  は ラ テ

ン 語 の  re l i g i o  か ら き た も の で 、 そ の 原 意 は 「 再 読 す る 」 、 ま た は 「 結 合 す る 」 と い う こ と で あ る こ と 、 し た

が っ て レ リ ジ ョ ン （ 宗 教 ） と は 、 教 義 を よ く 考 え る こ と と か 、 神 と 人 、 ま た は 同 信 の 人 を 結 合 す る の 意 で あ



ろ う 、 と 解 説 し て あ っ た 。 レ リ ジ ョ ン の 原 意 が 、 「 再 び 結 び 合 わ せ る 」 と い う こ と で あ る こ と は 、 ほ ぼ 間 違 い

ないだろう。 

し か し 、 「 再 び 結 ぶ 」 と い う 場 合 、 「 再 び 」 と 言 う 以 上 は 、 人 間 は 「 も と は 」 、 何 か と 結 び 合 わ さ れ て い た

こ と に な る 。 そ れ と 切 り 離 さ れ た 状 態 に な り 、 そ の 両 者 が 「 再 び 」 結 び 合 わ さ れ る と い う こ と で 、 「 再 び 」 と

いう こ と が 意 味 を も つ の で あ る 。 そ れ が 奈 須 氏 が 言 う よ う に 、 「 神 と の 関 わ り を 再 び 結 ぶ 」 と いう 意 味 で あ

るなら、その「再 び結 び合 わされる」前 の、「 もとの」神 とはそもそもどんなものであるのか。 

わ たし が す ぐ 思 い出 し た のは 、 ア ダ ムとエ バ の 物 語 で ある 。 ア ダ ムとエ バ の 物 語 を 知 らな い人 は いな い

だ ろ う が 、 そ こ に は こ う あ る 。 神 が ア ダ ム の あ ば ら 骨 か ら エ バ を 作 ら れ た と き 、 二 人 と も 「 裸 で あ っ た が 、 恥

ず か し が り は し な か っ た 」 （ 二 章 二 五 節 ） 。 そ の 後 、 蛇 の 誘 惑 に よ っ て エ バ が 神 に よ っ て 禁 じ ら れ た 木 の

実 を 食 べ 、 ア ダ ム も そ れ を 食 べ る と 、 彼 ら は 「 善 悪 を 知 る も の 」 と な り （ 因 み に いえ ば 、 当 時 の ユ ダ ヤ 教 の



語 法 で は 、 善 悪 と は 「 す べ て 」 と い う 意 味 で あ る ） 、 「 二 人 の 目 は 開 け 、 自 分 た ち が 裸 で あ る こ と を 知 り 、

二 人 は い ち じ く の 葉 を つ づ り 合 わ せ 、 腰 を 覆 う も の と し た 」 （ 三 章 六 ～ 七 節 ） 、 と い う の で あ る 。 つ ま り 、 そ

こでア ダム とエバ、す なわち 人 間 は（アダム とはもともと 固 有 名 詞 ではなくて 、 人 間 と いう意 味 ）、 すべてを

知 る 者 と な り 、 自 立 し た 自 意 識 が 生 ま れ た の で あ る 。 羞 恥 は 、 自 意 識 が あ っ て 初 め て 生 ま れ る 。 自 立 し

た 自 意 識 のないと ころでは 羞 恥 もない。 今 日 の 聖 句 はそれ に 続 くもので あ る。 すなわ ち「その 日 、 風 の 吹

くころ、主 な る神 が 園 の中 を歩 く 音 が 聞 えてきた。アダ ムと女 が、 主 なる 神 の 顔 を避 けて 、園 の 木 の 間 に

隠 れると、 主 なる神 は アダムを呼 ばれた。『どこにいる のか』」。 

この 物 語 に よると、 神 とは、 人 間 が「もともと 」結 び 合 わ されていた もの、 少 な くともそ の 前 で 裸 であ って

も 恥 ず か し く な い よ う な も の だ と い う こ と で あ る 。 そ こ で は 人 間 の 自 意 識 は 生 ま れ て い な い 。 そ れ が 、 そ の

神 の 前 で 自 分 た ち が 裸 で いて も 、 恥 ず か し い と 思 わ な か っ た 理 由 で あ る 。 し か し そ の よ う な 神 と は 、 人 間



に 自 意 識 が 発 生 す る 以 前 の も の 、 そ の 意 味 で 、 人 間 の 意 識 に と っ て は 、 「 意 識 外 」 に あ る も の で あ る と

いう こと で あろ う 。 言 い換 え れ ば 、 この 神 は 、 少 な く と も 人 間 の 意 識 に と っ て は 、 意 識 の 届 か な いと いう 意

味 で、 無 な る神 である ということに なる。した がって人 間 の意 識 にと っては、有 とも無 とも 言 えな い絶 対 無

ということになろう。 

つ ま り 、 人 間 が 自 分 が 自 立 し た 意 識 を 獲 得 す る こ と に 対 し て 払 わ な け れ ば な ら な か っ た 代 価 は 、 「 も

と も と 」 結 び 合 わ さ れ て い た 神 と 、 切 り 離 さ れ た 自 己 と い う こ と で あ る 。 そ れ が 、 人 間 が 自 立 し た 自 己 意

識 を も つ と いう こと だ 。 人 間 の 自 立 し た 自 己 意 識 は 、 禁 断 の 木 の 実 を 食 べ る こと で 、 神 の 前 で 自 分 た ち

が 裸 で あ る こと が 恥 ず か し いと 思 う こ と と 引 き 換 え に 生 ま れ た の で あ る 。 し か し こ の よ う な 、 「 人 間 が も と も

と 結 び 合 わ さ れ て い た 神 」 と は 、 少 な く と も 人 間 の 意 識 の 及 ば な い と こ ろ に い ま す 神 、 つ ま り 人 間 の 意 識

に と っ て は 絶 対 無 な る 神 と い う こ と に な る だ ろ う 。 人 間 の 自 己 意 識 の 発 生 と 、 人 間 が 神 を 対 象 と し て 意



識 し 、 そ の 前 で 自 分 が 裸 で あ る こと が 恥 ず か し いと 思 う よ う に な る 神 と は 、 同 じ こと の 表 裏 な の で あ ろ う 。

そ の よ う な 、 神 の 前 で 裸 で い る こ と が 恥 ず か し い と い う 自 己 意 識 の 発 生 そ の も の が 、 人 間 の 罪 、 原 罪 と

い う こ と な の で は あ る ま い か 。 動 物 は 裸 だ が 、 そ れ を 恥 ず か し い と は 思 わ な い 。 し た が っ て 、 動 物 に は 自

意 識 も な い 。 原 罪 意 識 も な い だ ろ う 。 人 間 が 神 か ら 切 り 離 さ れ る と は 、 人 間 が 自 立 し た 意 識 を も つ と い

うことではないか。 

そ の 人 間 に 向 か っ て 神 は 「 ど こ に い る の か 」 と 問 う て い る 。 神 と 「 再 び 結 び 合 わ せ る 」 、 つ ま り レ リ ジ ョ ン

と い う こ と の 含 意 は 、 こ の よ う な 、 一 度 切 り 離 さ れ て し ま っ た 人 間 と 神 と の 関 係 を 「 再 び 結 び な お す 」 と い

う こ と で あ る が 、 そ の こ と は 、 人 間 の 意 識 の 対 象 外 に あ る 、 そ の 意 味 で 、 絶 対 無 な る 神 を 暗 示 し て い る

のではあるまいかと思 われる。 

 



人 間 の 罪 責 感 、 恐 怖 と い う よ う な 事 柄 は 、 人 間 の 原 罪 に 根 を も っ た も の だ が 、 そ の よ う な 事 態 は 、 人

間 の 自 己 意 識 が 成 立 す る た め に 人 間 が 支 払 わ な け れ ば な ら な か っ た 代 価 で あ ろ う と 思 う 。 そ れ が 画 家

エドワルド・ムンク（一 八 六 三 ～ 一 九 四 四 ） の画 業 の 根 本 的 テ ーマではな いかと 、ム ンクの 絵 を 観 る たび

に わ た し は 思 う 。 ム ン ク の 『 叫 び 』 や 『 不 安 』 と 題 さ れ た 絵 は よ く 知 ら れ て い よ う が 、 同 様 に 有 名 な 絵 に

『 思 春 期 』 （ 一 八 九 四 年 ） と い う の があ る 。 この 絵 で は 、 ま だ 成 熟 し き っ て いな い 体 の 裸 の 少 女 が 、 ベッ ド

に 腰 掛 け 、 体 を 硬 く し て 、 青 春 、 つ ま り 自 分 の 自 立 、 に 対 す る 期 待 と よ ろ こ び 、 そ し て 恐 れ で 、 目 を 一 杯

に 見 開 い て 前 方 を 凝 視 し て い る 。 エ バ が 蛇 の 誘 惑 に 負 け て 「 善 悪 を 知 る 木 の 実 」 を 食 べ た と き も 、 こ れ

と 同 じ 表 情 を し て いた の で は な い か 、 と わ た し は 思 う の だ 。 こ れ は 人 々 が 一 度 観 た ら 、 忘 れ ら れ な い 種 類

の絵 であろう。 

し か し ム ン ク の こ の 絵 の 根 本 的 な テ ー マ は 、 思 春 期 を 迎 え る 少 女 の 期 待 と よ ろ こ び 、 な い し 恐 れ 描 く



こ と で あ る よ り も 、 人 間 の 自 立 と は 、 そ の 背 後 に 不 吉 な 罪 、 原 罪 の 意 識 が あ る こ と 、 そ れ を 描 く こ と に あ

る の で は あ る ま い か と わ た し は 思 っ て い る 。 自 己 意 識 の 確 立 と は 、 「 も と も と 」 あ っ た 神 の 中 で の 生 活 を

離 れ 、 そ の 神 と 切 り 離 さ れ て 、 神 に 「 どこに いる の か 」 と 問 わ れ る よ う な 生 活 な の で あ る 。 そ の 第 一 歩 が 、

青 春 の 自 覚 で あ ろ う 。 青 春 は 楽 し い が 、 し か し 何 か 罪 の 臭 い も す る 。 そ れ を 少 女 の 背 後 の 壁 に 沿 っ て

不 気 味 に 描 か れ て い る 影 が 表 現 し て いよ う 。 そ の 影 の 不 吉 な 形 と 巨 大 さ は 、 写 実 的 な 意 味 で は 決 し て

少 女 の 影 で は な い 。 そ れ は 魔 物 の よ う に 大 き く 、 ど う 観 て も 少 女 の 影 の 形 を し て い な い 。 お そ ら く そ の 習

作 と 思 わ れ る 同 じ 題 材 の エ ッ チ ン グ で は 、 少 女 の 影 は 、 ム ン ク に も 収 拾 が つ か な く な っ て 、 背 景 の ほ ぼ

三 分 の 二 を 占 め て い る の で あ る 。 近 世 の 「 自 立 し た 自 我 」 が 、 産 土 の 大 地 を 離 れ 、 そ の 影 が 人 間 世 界

の背 景 の、 ほぼ 全 面 を占 めて いるように、で ある。 その 近 代 人 は 、たえず 神 から「どこに いるの か」と問 わ

れているのだと思 う。 



理 神 論 と い う も の が あ る 。 理 神 論 と は 、 主 と し て 一 七 世 紀 の は じ め か ら イ ギ リ ス で 台 頭 し た 思 想 で 、

カ ン ト に よ っ て 克 服 さ れ た と 、 一 応 は 、 言 わ れ て い る 。 理 神 論 の テ ー マ は 神 の 啓 示 と 、 啓 蒙 主 義 に よ っ

て 発 見 さ れ た 理 性 の 総 合 であ る が、し かし そうであ る 以 上 、 これ は 形 を 変 え て、 宗 教 と 科 学 の 関 係 の 問

題 と し て 、 現 代 に い た る ま で 影 響 を 及 ぼ し て い る と も い え る 。 ジ ョ ン ・ ロ ッ ク は 『 キ リ ス ト 教 の 合 理 性 』 （ 一

六 九 五 ） を 書 き 、 ま た ジ ョ ン ・ ト ー ラ ン ド は 『 神 秘 的 な ら ざる キ リ ス ト 教 』 （ 一 六 九 六 ） と い う 本 を 書 い た 。 こ

れ ら の 本 で は 、 神 （ の 天 地 創 造 ） と 啓 蒙 主 義 的 理 性 （ の 自 立 ） と い う 両 者 の 対 立 と そ の 総 合 が 意 図 さ

れ て い る の で あ る 。 そ し て 神 の 啓 示 は 理 性 と 背 馳 す る も の で は な い 、 と 主 張 さ れ て い る 。 こ こ に 描 か れ て

い る 人 間 は 、 神 に 「 ど こ に い る の か 」 と 問 わ れ て い る よ う な 人 間 で は な い 。 「 人 間 は 理 性 を も っ て こ こ に い

る」 の で あ る 。 そ れ が 近 代 人 と い う こ と の 意 味 で あ る 。 神 と 理 性 をも っ た 人 間 は 、 矛 盾 し な い と さ れ て い る

のが理 神 論 だ。と 言 うよりも、啓 示 の理 性 への屈 服 が理 神 論 であると言 えようか。 



し か し わ た し が い ま 言 い た い こ と は 、 理 神 論 の 当 否 で は な く て 、 次 の こ と だ 。 す な わ ち 、 も し 神 対 人 間

の 対 立 と そ の 総 合 と い う 、 理 神 論 の 世 界 観 が あ り う る と し た ら 、 そ れ は 神 と 人 間 の 両 者 を 見 渡 し う る 立

場 に 人 間 が 立 つ と いうことを 前 提 して いる という こと だ 。し かし 神 と 人 間 の 両 者 を 見 渡 しう る 地 点 に 人 間

が 立 つ こと は、 全 く 架 空 の 視 点 であろう 。 そし て 近 代 を 通 して 、 この 構 図 、 すな わち 神 対 人 間 と いう 構 図

の仮 構 性 に、人 々は 気 づいていなかった、とわたしは 思 っている 。少 なくとも そういう哲 学 史 の 本 を、わ た

しは読 んだことがない。 

し か し こ の 仮 構 を 見 渡 し て い る 人 間 が 、 「 ど こ に い る の か 」 と 神 に 問 わ れ て い る 人 間 な の で は あ る ま い

か と 思 う 。 人 間 の 自 立 し た 自 意 識 と は 、 自 分 の 「 も と も と 」 の 居 場 所 、 す な わ ち 「 家 郷 」 を 失 っ た 人 間 と

い う こ と な の だ と 思 う 。 そ れ が 「 家 郷 喪 失 」 し た 人 間 の 生 き て い る 場 所 で は あ る ま い か 。 だ か ら 本 当 の 神 、

人 間 の 家 郷 と し て の 神 と は 、 神 ― 人 間 と い う 仮 構 の 一 方 の 極 の よう な 、 人 間 の 視 点 に 捉 え ら れ た 仮 構



の 神 で は な く て 、 人 間 の 意 識 の 外 に あ る よ う な 、 人 間 の 意 識 に と っ て は 「 絶 対 無 な る 神 」 で は な い か 、 と

わ た し は 思 う 。 「 ど こ に い る の か 」 と 問 い 掛 け ら れ て い る 人 間 と 、 そ の 問 い か け の 主 体 と し て の 神 と は 、 そ

ういうものではあるまいか。 

 

マ ル コ に よ る 福 音 書 一 〇 章 一 三 ～ 一 六 節 （ お よ び そ の 平 行 記 事 ） に よ る と 、 イ エ ス は 子 供 た ち を 自

分 の と こ ろ へ 来 さ せ て 、 「 神 の 国 は こ の よ う な 者 た ち の も の で あ る 」 、 ま た 「 子 供 の よ う に 神 の 国 を 受 け 入

れ る の で な け れ ば 、 決 し て そ こ に 入 る こ と は で き な い」 と 言 っ て 、 子 供 た ち を 抱 き 上 げ て 祝 福 さ れ た と あ る 。

子 供 は 理 神 論 者 の よ う に 、 神 と 理 性 の 関 係 な ど と 言 っ て 、 信 仰 を 、 自 分 で 、 分 か ろ う と は し な い の で あ

る。 子 供 が 本 性 的 に 素 直 で 率 直 であるの は、神 と 切 り離 される 以 前 の 世 界 に 生 きて いるからだ 、とわた

しは 思 う 。 言 い換 え れば 、 人 間 の 原 罪 と 無 縁 な 世 界 に 、だ 。 イエス が 子 供 を 祝 福 し た 本 意 も 、 そう いう と



こ ろ に あ っ た の で は な い か 。 わ た し た ち が 子 供 に 対 し て 持 つ 感 動 は 、 子 供 が 神 の 啓 示 と 近 代 自 我 の 理

性 の 関 係 、 な ど と い う 仮 構 と は 無 関 係 に 、 自 我 成 立 以 前 の 率 直 さ で 生 き て い る か ら だ と 思 わ れ る 。 子

供 は 人 間 の 子 供 は 言 うに およ ばず、 爬 虫 類 の 子 供 ですら 可 愛 い。 幼 児 の 心 理 学 は 、 大 人 の 心 理 学 と

は 全 く 別 の もの だ 、 と い う こと を わ たし は 、 ど こ か で 読 ん だ こ と が あ る が 、 こ れは そ の 限 り 正 し いと 思 わ れ る 。

子 供 に は 「 再 び 結 び 合 わ さ れ る 」 必 要 な ど は な い 世 界 に 生 き て い る 。 だ か ら 「 ど こ に い る の か 」 な ど と 、

「 神 」 に 問 わ れ る こ と も な い 。 神 の 国 の 真 実 は 、 何 よ り も 、 そ の よ う な 、 素 直 さ 率 直 さ の 問 題 だ と 言 っ て 、

イエスは子 供 を抱 き 上 げたのだ と思 う。 

 

一 言 だ け つ け 加 え た い こと が あ る 。 大 人 は 子 供 で は な い 。 子 供 の 素 直 さ 率 直 さ を 、 大 人 が 意 図 的 に

身 に 付 ける こと は 、 堕 罪 以 後 の 大 人 に は 、 も は やで き な い。 そ も そ も 素 直 さ や 率 直 さ を 、 意 図 す る こと は



で き な い 。 こ の こ と の 意 味 は 、 神 と ｢ 再 び 結 び あ わ さ れ る ｣ と い う 場 合 の 「 再 び 」 と い う こ と は 、 そ れ が 大 人

に と っ て は 「 再 び 」 の 繰 り 返 し に な る だ ろ う と い う こ と で あ る 。 「 再 結 合 」 と い う 一 つ の 完 結 し た 状 態 で 「 達

成 さ れ 」 、 「 安 定 」 し て し ま っ て は 、 そ れ は 「 再 び 」 の 意 味 を 失 う 。 そ れ は 完 結 体 に な る 。 「 再 び 」 、 「 結 び 合

わ せ る 」 と い う こ と を 繰 り 返 し て い る の が 、 大 人 と い う も の 、 大 人 の 信 仰 の あ り 方 で あ ろ う と 思 わ れ る 。 ヘ

ブラ イ 人 へ の 手 紙 一 一 章 一 三 節 以 下 に も こう 書 い て あ る 。 「 この 人 た ち は 皆 、 信 仰 を 抱 いて 死 に ま し た 。

約 束 さ れ た も の を 手 に 入 れ ま せ ん で し た が 、 は る か に そ れ を 見 て 喜 び の 声 を あ げ 、 自 分 た ち が 地 上 で は

よ そ 者 で あ り 、 仮 住 ま い の 者 で あ る こ と を 公 に 言 い 表 わ し た の で す 。 こ の よ う に 言 う 人 た ち は 、 自 分 が 故

郷 を 探 し 求 め て い る こ と を 、 明 ら か に 表 わ し て い る の で す 。 」 人 間 に と っ て 故 郷 と は 、 元 来 そ う い う あ り 方

をしたものであるかもしれぬと思 う。(06607 )  

 


