
イ ン マ ヌ エ ル 

小田垣雅也 

 

イ ン マ ヌ エ ル (Immanuel)は も と も と へ ブ ル 語 で 、 ヘ ブ

ル 語 で は イ マ ド・エ ー ル「 神 わ れ ら と 共 に い ま す 」の 意 味

で あ る 。イ ザ ヤ 書（ 七 の 一：九 、十：一 七 ）そ の 他 に 言 及

が あ る 。マ タ イ 伝 一 章 二 二 節 以 下 で は 、そ れ を キ リ ス ト 論

的 に 解 釈 し て 、 次 の よ う に 書 い て あ る 。「 こ の す べ て の こ

と が 起 こ っ た の は 、主 が 預 言 者 を 通 し て い わ れ て い た こ と

が 実 現 す る た め で あ っ た 。『 見 よ 、 乙 女 が 身 ご も っ て 男 の



子 を 産 む 。そ の 名 は イ ン マ ヌ エ ル と 呼 ば れ る 』」。つ ま り こ

こ で は 、キ リ ス ト の 降 誕 こ そ 、イ ザ ヤ の 預 言 の 成 果 で あ る

と 、 キ リ ス ト 論 的 に 解 釈 さ れ て い る 。  

 

わ た し は こ れ ま で 、神 と は 、対 立 を 超 え た 全 体 な る も の 、

す べ て を 包 括 し た 自 然 な る も の 、有 ― 無 の 対 立 を こ え た 絶

対 無 な る も の 、だ か ら 対 象 認 識 的 客 観 的 事 柄 で は な い と い

う 意 味 で 人 格 な る 者 、 と 言 っ て き た （『 人 格 神 』 の 説 教 、

参 照 ）。 し か し こ の こ と は 、 滝 沢 克 己 の 「 原 事 実 」 と 、 少

な く と も 、関 係 が あ る 。滝 沢 は 、現 実 の 人 間 の 根 源 的 規 定



を「 イ ン マ ヌ エ ル 」と 呼 ん だ（ こ れ は バ ル ト か ら の 借 用 ）。

こ れ は 信 仰 と 不 信 仰 、キ リ ス ト 教 と 他 の 宗 教 、有 神 論 と 無

神 論 と い う よ う な 、「 人 間 の 側 の 区 別 に 先 立 つ 」、そ れ 自 体

で 無 条 件 に 実 在 す る「 原 事 実 」で あ る 。こ れ は 神 と 人 間 と

の 間 の み な ら ず 、紙 の 表 面 と 裏 側 、光 と 影 の 境 目 の 線 に 先

ん じ て 、「 無 い こ と に お い て 有 る 、間 」（ 武 藤 一 雄 ）で あ る 。

他 力 信 仰 と 自 力 信 仰 と い う よ う な 区 別 も 、そ れ は 人 間 の 側

の 区 別 で あ る 。し た が っ て「 原 事 実 」は 、そ の よ う な 、人

間 の 側 の 理 由 付 け 、「 何 故 」 を 超 出 し 、 近 代 の 自 我 主 義 の

視 野 に は 入 ら な い 根 源 的 原 事 実 で あ る 。  



つ ま り バ ル ト に お け る 神 は 、近 代 主 義 的 な 人 間 中 心 主 義

に 対 し て 、神 中 心 主 義 的 で あ る と い う の で は な い 。人 間 中

心 主 義 も 神 中 心 主 義 も 、 人 間 の 側 に お け る 主 義 、「 こ ち ら

側 に 立 っ た 」区 別 で あ る 。こ れ は キ リ ス ト に お け る 神 の 啓

示 を 信 ず る の か 否 か と い う 、原 事 実 の 問 題 で あ っ て 、人 間

が そ れ を 信 ず る か 否 か と い う よ う な （ 裏 と 表 の よ う に ）、

「 こ ち ら 側 の 区 別 」 に 先 立 つ 現 実 で あ る 。「 こ ち ら 側 の 区

別 」で あ る 以 上 、そ れ は 対 象 論 理 的 に な る 。原 事 実 は そ の

よ う な 人 間 の 区 別 そ の も の 、つ ま り 、有 神 論 ― 無 神 論 を 超

え た 水 準 で の 現 実 で あ る 。  



し た が っ て こ の 神 は 、中 世 的・他 律 的 神 や 、近 代 的・自

律 的 自 我 に 対 面 し た 神 で は な い 。つ ま り 、有 神 論 ― 無 神 論

に 対 す る 仏 教 、特 に 鎌 倉 新 仏 教 の 批 判 は（ し ば し ば 佛 教 は

無 神 論 的 で あ る と 批 判 さ れ る が ）正 当 で あ る ば か り か 、本

来 の キ リ ス ト 教 に と っ て も 、歓 迎 す べ き で あ る と 滝 沢 は 主

張 し て い る（ 滝 沢 克 己『 佛 教 と キ リ ス ト 教 』法 蔵 館 、一 九

六 四 年 ）。  

 

そ し て バ ル ト は 、こ の 原 事 実 と し て の 神 、そ の 体 現 で あ

る キ リ ス ト が 、神 の 唯 一 の 歴 史 内 で の 啓 示 で あ る と 主 張 し



て い る 。こ れ が い わ ゆ る キ リ ス ト 中 心 主 義 で あ る 。し か し

滝 沢 は こ の バ ル ト の 神 理 解 に 、当 初 は 批 判 的 で あ っ た 。イ

ン マ ヌ エ ル（ 神 わ れ ら と と も に い ま す ）が 、人 間 の 思 い を

超 え た「 原 事 実 」で あ る 以 上 、そ れ は そ の 原 事 実 が 歴 史 的

に 現 成 さ れ 、人 間 に よ っ て 体 験 さ れ 表 現 さ れ た 出 来 事 と は

違 う 。つ ま り 原 事 実 は 歴 史 的 出 来 事 、そ の 歴 史 的 出 来 事 に

な っ た と い う 意 味 で キ リ ス ト 中 心 主 義 と は 違 う と 言 っ て 、

バ ル ト を 批 判 し た の で あ る 。バ ル ト は 伝 統 的 な キ リ ス ト 中

心 主 義 で あ り 、そ れ に よ る と 、イ ン マ ヌ エ ル は イ エ ス に よ

っ て 典 型 的 に 生 起 し た と い う 。し か し イ エ ス に お け る そ の



生 起 は 、イ ン マ ヌ エ ル の 原 事 実 そ の も の で は な い 、と 滝 沢

は 主 張 し た 。前 者 は 第 二 義 の 、後 者 は 第 一 義 の 接 触 で あ る

と 滝 沢 は い う 。  

つ ま り 滝 沢 に よ れ ば 、イ ン マ ヌ エ ル の 原 事 実 と イ エ ス の

出 来 事 と は 同 一 視 す る こ と は で き な い 。両 者 の 関 係 は 不 可

分・不 可 同 で あ る が 、し か し イ ン マ ヌ エ ル の 原 事 実 と し て

の キ リ ス ト と 、イ エ ス の 出 来 事 は 不 可 逆 で あ る と 言 っ て い

る （ 滝 沢 同 書 、 二 一 四 頁 以 下 ）。  

そ し て 伝 統 的 な キ リ ス ト 教 は 、バ ル ト も 含 め て 、こ の 両

者 を 区 別 せ ず 、そ れ を 同 一 視 し て い る 、と 滝 沢 は 批 判 し て



い る 。イ エ ス の 歴 史 内 で の 啓 示 と 、神 の 原 事 実 は 切 り 離 せ

な い と バ ル ト は 主 張 し て い る の で あ り 、こ の 立 場 に よ っ て 、

バ ル ト 神 学 は キ リ ス ト 中 心 主 義 で あ る と 言 わ れ て い る 。し

か し そ れ は 必 然 的 に 原 事 実 の 、 い わ ば 「 原 」 を 危 う く し 、

そ の 場 合 、神 の 啓 示 を キ リ ス ト に 限 る と い う 、狭 い 意 味 で

の キ リ ス ト 中 心 主 義 が 到 来 し 、イ エ ス を 偶 像 と す る 道 を 開

い て い る 、 と 。  

禅 も 別 の 意 味 で 、キ リ ス ト の 原 事 実 と イ エ ス の 不 可 逆 性

を 認 め な い 。キ リ ス ト 教 と の 根 本 的 違 い は こ の 点 に あ る だ

ろ う 。た と え ば 西 田 哲 学 が 絶 対 矛 盾 的 自 己 同 一 と い う 場 合 、



そ の こ と を 覚 っ た 覚 者 の 覚 の 中 に は 、そ の 矛 盾 な い し「 逆 」

を 構 成 す る 両 者 は 、不 可 分・不 可 同 で あ る が 、そ の 両 者 の

間 に 不 可 逆 の 順 序 な ど は な い 。 禅 で は 、 そ の 矛 盾 な い し

「 逆 」 は 、 あ く ま で も 往 相 ・ 還 相 の 問 題 で あ る 。 つ ま り 、

二 重 性 で あ る 。し か し こ の こ と が 、す な わ ち 原 事 実 の 不 可

逆 な 優 先 性 を 認 め な い こ と が 、少 な く と も 現 実 の 禅 の あ り

方 と し て 、覚 を 固 定 し 、仏 そ の も の を 危 う く す る こ と か か

ら 禅 を 救 っ て い る の で は な い か 、 と 滝 沢 は 言 う 。  

 

わ た し は と 言 え ば 、イ ン マ ヌ エ ル の 原 事 実 と 、キ リ ス ト



に お け る 歴 史 内 で の そ の 顕 現 は 、本 質 的 に「 可 逆 」で あ っ

て 、そ れ で な け れ ば 両 者 が 不 可 分・不 可 同 で あ る こ と と も

矛 盾 し よ う と 言 っ て 滝 沢 に 批 判 的 で あ っ た（ 拙 著『 哲 学 的

神 学 』 一 九 八 三 年 、 六 四 頁 、 そ の 他 ）。 し か し 滝 沢 が 久 松

真 一 禅 師 に 、原 事 実 の 、つ ま り キ リ ス ト の 人 間 に と っ て の

不 可 逆 的 あ り 方 を 問 う た と き 、久 松 は 終 始「 無 語 」で あ っ

た と い う 。わ た し は そ の「 無 語 」の 意 味 が（ 無 言 つ ま り 積

極 的 な 否 定 で は な く て ）、 こ れ を 書 い て い る い ま 、 分 か っ

た と 思 う 。人 間 が 対 象 論 理 化 す る こ と な し に 、そ の 原 事 実

を 不 可 逆 と 言 う こ と は で き な い 。同 時 に 可 逆 と い う こ と も



で き な い 。「 無 語 」 で あ る 以 外 に 、 人 間 が 、 ど う し て 、 無

や 絶 対 に た い し て 、 不 可 逆 と い う 順 序 だ て が あ り え よ う 。

原 事 実 も 、「 そ の 不 可 逆 性 」 は 、 そ れ を 人 間 が 口 に の ぼ せ

た 瞬 間 、「 教 内 の 法 」 に 、 つ ま り 対 象 論 理 化 さ れ 、 一 種 の

嘘 に 変 形 し て し ま う 。だ か ら そ の あ り 方 は 、声 高 に 主 張 す

る ま で も な い こ と だ 。だ か ら こ そ 、そ れ は「 無 語 」で あ り

「 原 事 実 」 な の で あ る 。  

 

つ ま り 、わ た し は こ れ ま で の「 二 重 性 」の 立 場 を 超 え て 、

言 い 換 え れ ば 、原 事 実 の「 絶 対 無 」性 を 超 え て 、本 当 の 信



仰 （ 哲 学 で は な く て ）、 覚 と は 何 か と い う こ と を 考 え た い

の で あ る 。や は り 信 な い し 覚 の 根 底 は 、イ ン マ ヌ エ ル の 現

実 と 、そ れ を キ リ ス ト に お け る そ の 歴 史 内 で の 顕 現 の 、つ

ま り 滝 沢 が い う 第 一 義 の 接 触 と 第 二 義 の 接 触 の 現 実 の 承

認 で は あ る ま い か と 思 う 。つ ま り 二 重 性 の 承 認 で あ る 。こ

れ が キ リ ス ト の 特 殊 性 と い う こ と の 承 認 で は あ る ま い か 。

キ リ ス ト 中 心 主 義 か 否 か と い う 事 態 を 超 え た 原 事 実 に そ

う も の で は あ る ま い か 。つ ま り バ ル ト は 、滝 沢 の 批 判 に も

拘 わ ら ず 、正 し い の で は な い か 、と 思 う 。そ し て バ ル ト の

キ リ ス ト 中 心 主 義 の 立 場 を 、宗 教 哲 学 の 問 題 と し て で は な



く 、信 仰 の 立 場 に 立 っ て 擁 護 し た い と 思 う 。こ の 立 場 は 説

教 『 お 守 り 札 』『 人 格 神 』 以 来 わ た し が 追 及 し て き た こ と

で も あ る が 、そ の こ と を 考 え る 前 に 、普 遍 は 唯 一 、の 中 に

あ る と い う こ と を 考 え た い 。  

 

滝 沢 の「 原 事 実 」で あ る が 、そ れ が 決 し て 対 象 論 理 的 認

識 に な ら な い 以 上 、認 識 と し て は 、そ れ は 唯 一 性 の 理 解 に

な る 他 は な い 。超 普 遍 者 と い う 、個 に 対 向 し た 観 念 性 で す

ら な い 。概 念 化 さ れ る 以 前 の「 普 遍 な る も の 」は 、そ れ は

概 念 化 さ れ 一 般 化 さ れ る 以 前 の も の な の だ か ら 、そ の 理 解



は 唯 一 な も の で あ る 。も う 少 し 説 明 す る と 、本 当 に「 普 遍

な る も の 」は 、説 明 と し て そ れ は 決 し て「 特 化 」さ れ 、対

象 に な る こ と は な い 。つ ま り 対 象 論 理 化 さ れ る こ と は な い 。

対 象 に な っ た ら 、そ れ と 並 ぶ 対 象 が あ る 。そ れ は 同 列 に 並

ぶ も の が な い と い う 意 味 で 、唯 一 で あ る 。そ の 意 味 で 、本

当 に 普 遍 な る 者 は 、唯 一 で あ る 。そ の こ と は 歴 史 的・時 間

的 表 現 と 切 り 離 せ な い が 、そ れ ら が そ の 唯 一 を 観 念 に な る

こ と か ら 救 っ て い る 。  

汎 在 神 論 の 教 え る と こ ろ に よ れ ば 、対 象 と は も と も と 汎

神 論 的 で あ る 。 汎 神 論 は 、 あ ら ゆ る も の の 中 に 神 を 見 る 。



そ の 神 々 は 同 一 水 準 に 並 ん だ も の で あ る 。山 の 神 も 、木 の

神 も 、水 の 神 も い る 。世 の 中 に 神 々 は 、対 象 と し て 沢 山 い

る 。対 象 的 思 考 と は 、も と も と そ う い う も の だ 。一 方 、汎

在 神 論 は 、 す べ て を 包 む も の と し て の 唯 一 の 神 を 考 え る 。

そ の 神 は 、人 間 を 含 む す べ て の も の を 含 む の だ か ら 、人 間

の 思 考 の 対 象 に は な ら な い 。そ れ は 超・対 象 論 理 的 な 神 で 、

対 象 論 理 的 に 、つ ま り 汎 神 論 的 に 考 え た 一 つ の 神 を 、絶 対

視 す る の で は な い 。具 体 的 歴 史 内 で の 啓 示 を 神 と す る の で

あ り 、そ れ は 汎 神 論 的 意 味 で の 神 で は な い 。そ し て そ の 水

準 で の キ リ ス ト 教 の 唯 一 に し て 特 殊 な 啓 示 が 、キ リ ス ト の



歴 史 内 で の 啓 示 で 、そ れ が 唯 一 だ 、と バ ル ト は 言 っ て い る

の で は な い 。バ ル ト は そ う い う 意 味 で の 、つ ま り 、汎 神 論

の 中 の キ リ ス ト の 啓 示 が 唯 一 だ と い う 意 味 で 、キ リ ス ト 中

心 主 義 で あ っ た と は 思 え な い 。  

 

こ の よ う な 意 味 で 、イ ン マ ヌ エ ル の 原 事 実 は 、そ れ が「 原

事 実 」で あ る 以 上 、唯 一 な の で あ る 。キ リ ス ト を 信 ず る と

い う 唯 一 性・歴 史 性 に 徹 す る こ と に よ っ て 、そ れ は 普 遍 的 、

歴 史 を 超 え た 真 理 を 明 か し て い る と も 言 え る 。キ リ ス ト 教 、

と い う よ り あ ら ゆ る 宗 教 が も っ て い る 自 己 の 立 場 の 絶 対



性 の 主 張 も 、そ う い う 水 準 に そ の 根 を 持 っ て い る の で あ ろ

う と 思 わ れ る 。 そ れ は 「 無 き が ご と く に 有 る 」（ 武 藤 ） の

で あ る 。バ ル ト が キ リ ス ト 中 心 主 義 に 捉 わ れ る の も 、そ の

こ と が 問 題 な の で は な か っ た か 。ま た 滝 沢 が 、晩 年 、バ ル

ト の 立 場 を 受 け 入 れ て 洗 礼 を 受 け た と い わ れ る の も 、そ の

こ と が 了 解 さ れ て い た か ら で は な い の か 。つ ま り 、普 遍 な

る 神 は 、歴 史 化 さ れ る こ と な し に 、観 念 的 に 普 遍 性 を 維 持

す る こ と は で き な い と い う こ と だ 。普 遍 の 対 象 化 は 、そ の

時 間 化・歴 史 化 と い う こ と で も あ る 。不 可 分・不 可 同・不

可 逆 の 立 場 に は（ も と も と の 滝 沢 の 立 場 ）、啓 示 の 歴 史 性 ・



時 間 性 の 問 題 は な い 。  

 

こ の よ う に 考 え る こ と で 、わ た し の キ リ ス ト 教 の 唯 一 絶

対 性 に 対 す る 不 可 解 さ 、 ま た バ ル ト 神 学 に 対 す る 誤 解 も 、

解 け た よ う に 思 う 。わ た し は こ れ ま で 、ヨ ー ロ ッ パ に お け

る キ リ ス ト 教 文 化 の 圧 倒 性 に 戸 惑 っ て い た ふ し が あ る が 、

普 遍 は 唯 一 の 中 に あ る と 考 え る こ と に よ っ て 、つ ま り 唯 一

を 普 遍 だ と 考 え る こ と に よ っ て 、そ れ は「 信 仰 」と し て の

イ エ ス・キ リ ス ト 信 仰 が（ 宗 教 哲 学 的 に で は な く ）わ か っ

た よ う に 思 う の だ 。そ れ は 神 の 啓 示 に は 、そ の 時 間 化・歴



史 化 ・ 対 象 化 の 次 元 も 必 要 だ と い う こ と だ 。 そ の こ と を 、

信 仰 の 観 念 化 が 救 う の で あ る 。バ ル ト の キ リ ス ト 中 心 主 義

も 、普 遍 は 唯 一 の 中 に あ る と い う 、信 仰 の 論 理 に よ っ て 理

解 さ れ る べ き で は な い か 。  

 

ヨ ー ロ ッ パ の 会 堂 に は 、存 在 論 的 威 厳 が あ る 。そ れ に は

数 世 紀 に わ た っ て 建 設 さ れ た 、人 間 の 次 元 を 超 え た と こ ろ

が あ る 。そ の エ ネ ル ギ ー の 源 は ど こ に あ る か 。そ れ が 、歴

史 的・具 体 性 の 中 に 、つ ま り こ の 教 会 堂 の 中 に 普 遍 性 は あ

る と 考 え る こ と に よ っ て 、解 け た よ う に 思 う 。キ リ ス ト 中



心 主 義 が 普 遍 な る 神 に 通 ず る の で あ る 。バ ル ト の キ リ ス ト

中 心 主 義 は 、決 し て 、汎 神 論 的 な 水 準 で 、キ リ ス ト 教 絶 対

主 義 を 主 張 し て い る の で は な い 。キ リ ス ト 教 と 佛 教 の 対 話

も 、そ う い う 水 準 を 降 り る こ と に よ っ て 、可 能 と な る だ ろ

う 。  

 こ の 境 地 に は 、論 理 は 一 切 通 用 し な い 。そ れ は バ ル ト 神

学 の 前 々 か ら の 主 張 で あ っ た 。そ う い う 意 味 で 、そ れ は 情

緒 の 問 題 だ 。こ の よ う に し て わ た し は 、自 分 の ロ マ ン テ ィ

シ ズ ム 的 神 学 ・ 二 重 性 の 神 学 の 強 化 を 考 え る の で あ る 。  

 


