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同 じ 字 、テ レ イ オ ス の 口 語 訳 で あ る「 完 全 さ 」と 、文 語 訳

で あ る 「 全 き 」 の 違 い の こ と や （ わ た し が 聖 書 に 親 し ん だ

少 年 の 頃 は 、 聖 書 は 文 語 訳 で あ っ た ）、 ま た 同 じ く フ ォ ベ セ

ー テ の 訳 で あ る 「 恐 怖 」 と 「 懼 怖 」 の 違 い を 、 と き ど き 考

え る こ と が あ る 。  

 



「 完 全 さ 」と「 全 き 」は 同 じ 意 味 で は な い 。マ タ イ 伝 の 五

章 四 八 節 に は ｢あ な た 方 の 天 の 父 が 完 全 で あ ら れ る よ う に 、

あ な た が た も 完 全 な 者 と な り な さ い ｣（ 現 行 の 口 語 訳 ） も 、

む か し 使 わ れ た 聖 書 の 文 語 訳 の よ う に 、「 然 ら ば 汝 ら の 天 の

父 が 全 き が 如 く 、 汝 ら も 全 か れ 」 の ほ う が 良 い 。 こ の 「 完

全 さ 」 と 「 全 き 」 の 違 い は 、 信 仰 論 的 に 言 っ て 、 ど う で も

よ い も の で は な い 。  

「 完 全 さ 」 と い う こ と は 、「 無 欠 」 な 状 態 で 、 こ れ は 現 実

に は あ り え な い 。 信 仰 に 関 し て も 、「 完 全 無 欠 」 な 状 態 と い

う の は 望 ま し い 。 よ く 自 分 の 信 仰 を そ の よ う い う 人 が い る



が 、 し か し そ れ は 、 そ う 自 分 で 思 い こ ん で い る だ け で 、 そ

の 人 に は 、 な に か 根 本 的 な 信 仰 論 で 、 間 違 っ た と こ ろ が あ

る の で は な い か と 思 う 。「 完 全 さ 」 は 、 観 念 の 世 界 で し か あ

り え な い の で あ る 。 つ ま り 現 実 の 世 界 に は な い の だ 。「 信 仰

は 、 九 〇 パ ー セ ン ト の 疑 い と 、 一 〇 パ ー セ ン ト の 希 望 の こ

と だ 」 と い う こ と だ が （ そ れ に わ た し は 同 意 す る 。 Ｇ ． ベ

ル ナ ノ ス の 言 葉 、 1888~1948）、 そ れ が 、 信 仰 が イ デ オ ロ

ギ ー に な る こ と を 防 い で い る 。「 疑 い 」 と 「 希 望 」 は 、 自 分

の 中 で 生 き て い る 。 そ の 意 味 で 、「 完 全 な 」 信 仰 は あ り え な

い 。  



な ぜ な ら 、 そ の ど ち ら も 、 つ ま り 「 疑 い 」 も 「 希 望 」 も 、

概 念 と し て 未 完 結 で あ る か ら だ 。 未 完 結 な 概 念 （ こ れ は 概

念 で は な い が ） を 現 実 と 考 え る こ と を 、 イ デ オ ロ ギ ー と 呼

ぶ の で あ る 。 主 観 ― 客 観 構 図 に よ る 言 語 論 で も 、 日 本 語 の

「 完 全 さ 」 と い う 言 葉 は 、 完 （ お わ り ） を 全 う す る と い う

こ と だ か ら 、「 全 う 」 す る こ と に は ち が い な い が 、「 完 全 無

欠 」 と い う 言 葉 や 「 完 璧 」 と い う 言 葉 が あ る よ う に 、「 完 全

な 」 に は 「 無 欠 」 と い う 意 味 が あ る 。 そ れ は 人 間 の 現 実 に

は な く て 、 観 念 の 世 界 に の み あ る だ ろ う 。  

原 語 は テ レ イ オ ス だ が 、だ か ら「 あ な た が た の 天 の 父 が テ



レ イ オ ス で あ る よ う に あ な た が た も 方 も テ レ イ オ イ （ 複 数

形 ） で あ り な さ い 」 と い う こ と も 、 天 の 父 の よ う に 「 無 欠 」

な 生 を い き よ と い う 意 味 で は な く て 、 文 語 訳 の 「 し か ら ば

汝 ら の 天 の 父 が 全 き が ご と く 、 汝 ら も 全 か れ 」 の ほ う が 、

原 意 に 近 い 。  

 

曽 野 綾 子 と い う 女 性 作 家 は 、む か し『 神 の 汚 れ た 手 』と い

う 小 説 を 書 い た 。 そ の 中 に 次 の よ う に 主 人 公 に 語 ら せ て い

る と こ ろ が あ る 。「 素 敵 な カ ッ プ ル の 結 婚 は こ わ れ や す い 。

『 完 全 無 欠 』 な 、 才 媛 と 秀 才 同 士 の カ ッ プ ル は 、 い ざ 結 婚



し 、新 婚 生 活 を 始 め て み る と 、得 て し て 不 幸 に な り や す い 。

結 婚 と い う の は 、 何 か ユ ー モ ラ ス な と こ ろ が あ る 二 人 の 方

が 、 良 い 結 果 に な る 」 と 。  

こ れ は わ た し の 感 じ で も あ る 。わ た し は む か し 音 楽 大 学 で 、

宗 教 と 哲 学 を 教 え て い た が 、 私 立 の 音 楽 大 学 と い う の は 、

女 子 学 生 が 圧 倒 的 に 多 い 。 そ こ で の 「 宗 教 」 と 「 哲 学 」 の

講 義 は 、 し た が っ て 、 人 生 論 的 な も の に な る 。 そ の 人 々 を

見 て い て も 、 そ う 思 う 。 美 人 だ し 、 頭 は い い し 、 と い う 人

が 結 婚 す る と 、 得 て し て 不 幸 な 結 果 に な る 。 だ か ら 「 完 全

な 」人 同 士 の 結 婚 で は な く て 、「 欠 」を 持 っ た 人 、つ ま り「 全



き 」 人 、 ユ ー モ ラ ス な 人 の ほ う が 長 続 き す る 。 だ か ら そ う

い う 話 題 に な っ た と き 、 い つ も 「 お 前 さ ん た ち 、 素 敵 な カ

ッ プ ル に な っ ち ゃ だ め だ よ 」 と 言 う 。  

「 完 全 な 」（ 全 き で は な く て ） 素 敵 さ と い う の は 、 余 裕 が

な い と い う こ と で も あ る 。 イ デ オ ロ ギ ー に は 、 余 裕 も ユ ー

モ ア も な い よ う に 、 で あ る 。「 完 全 な 」 生 か ら 、 少 し で も ど

ち ら か へ 動 け ば 、 必 ず お か し く な る 。 そ し て そ れ を 我 慢 す

る こ と に も な る 。 ユ ー モ ア と い う の は ― ― 宗 教 と い う の は

ユ ー モ ラ ス な も の だ が ― ― 余 裕 が あ る と い う こ と だ 。 そ れ

が 「 全 き 」 と い う こ と の 性 格 で は な い か と 思 う 。 だ か ら 口



語 訳 で は 「 完 全 な 」 と 訳 し て あ り 、 文 語 訳 は 「 全 き 」 と 訳

し て あ る が 、 文 語 訳 の ほ う が よ い 。  

「 全 き 」 は 、「 完 全 さ 」 で は な い 。 人 生 を 「 全 う 」 す る と

か 、 責 任 を 「 全 う 」 す る と い う よ う な 場 合 の よ う に 、 わ た

し た ち の 毎 日 は 「 完 全 な も の 」 で は な く て 、「 全 き 」 も の で

は な い の か 。 人 の 生 は 「 完 全 」 な も の で は な く て 、「 全 き 」

も の な の だ 。 そ れ は 「 完 全 無 欠 な 」 生 で は あ る ま い 。 訳 と

い う の は 、 日 本 語 の ど の 言 葉 を 選 ぶ か で 苦 労 す る が 、 文 語

訳 と 口 語 訳 を 較 べ て み た 場 合 、 前 者 の 方 が よ い 。  

 



同 様 の 問 題 を（ そ の 他 に も た ぶ ん あ る だ ろ う が ）マ タ イ 伝

一 〇 章 二 八 節 に も 感 ず る 。 現 行 の 口 語 訳 に は こ う あ る 。「 体

は 殺 し て も 、 魂 を 殺 す こ と の で き な い 者 ど も を 恐 れ る な 。

む し ろ 、 魂 も 体 も 地 獄 で 滅 ぼ す こ と の で き る 方 （ か た ） を

恐 れ な さ い 」。 文 語 訳 は こ う で あ る 。「 身 を 殺 し て 霊 魂 を こ

ろ し 得 ぬ 者 ど も を 懼 る な 、 身 と 霊 魂 と を ゲ ヘ ナ に て 滅 ぼ し

得 る 者 を お そ れ よ 」。 こ れ も 文 語 訳 の ほ う が 正 し い だ ろ う 。

つ ま り 、 口 語 訳 で は 「 恐 れ る 」 と い う 語 が 使 っ て あ る の に

対 し て 、 文 語 訳 で は 「 懼 れ る 」 と い う 語 が 使 っ て あ る 。 原

語 で は 前 者 、「 恐 れ る 」 が 「 フ ォ ベ セ ー テ 」、 後 者 の 「 お そ



れ る 」 が 「 ア ポ レ ー サ イ 」 で あ る 。 口 語 訳 で は 、 そ の 二 語

が 同 じ 「 恐 れ る 」 に 訳 し て あ る 。  

こ の 際 、訳 語 は ど う で も い い が（ わ た し は 、ギ リ シ ア 語 に

は あ ま り 自 信 が な い ）、 口 語 訳 で は 「 恐 れ る 」 と 統 一 さ れ て

い る の に 対 し て 、文 語 訳 で は「 フ ォ ベ セ ー テ 」が「 懼 れ る 」、

「 ア ポ レ ー サ イ 」 が 「 お そ れ る 」 と 訳 し 分 け て あ る 。 こ の

二 語 は 原 文 に あ る よ う に 、 別 の 訳 語 を 使 っ た ほ う が よ い だ

ろ う 。 芥 川 も 太 宰 治 も 、 文 語 訳 の 聖 書 の 本 文 を 、 非 常 な 名

文 で あ る と 賞 賛 し て い る 。 そ の 理 解 の 一 つ は 、 原 意 が 隅 々

ま で 行 き 届 い て い る と い う こ と で あ ろ う 。  



太 宰 に い た っ て は 、マ タ イ 伝 一 〇 章 の 二 八 節 を 引 用 し た あ

と 、「 こ の 場 合 の 『 懼 る 』 は 、『 畏 敬 』 の 意 に 近 い よ う で す 」

と わ ざ わ ざ 断 っ て い る 。「 恐 れ る 」 で は 、 こ の 意 が で な い 。

こ れ は 畏 敬 す べ き は 身 も 霊 魂 も 、 あ る 事 柄 に 賭 け る 人 間 で

あ っ て （ そ れ が 賭 け る と い う こ と の 意 味 だ ろ う ）、 霊 魂 を 概

念 と い う 安 全 地 帯 に お き 、 頭 で 考 案 し た 思 想 （ つ ま り 「 恐

れ 」） を 喋 喋 す る こ と の 拒 絶 で あ る 。 そ の よ う な 「 思 想 」 は

畏 敬 す る に 当 た ら な い 、 と い う の で あ る 。 こ の 場 合 、 世 に

言 う 善 悪 の 規 準 な ど は 、 問 題 に な ら な い 。 太 宰 つ ま り 無 頼

派 は そ う い う 生 き か た を し た 人 々 の こ と で は な い か 。  



こ れ は 『 斜 陽 』 の テ ー マ で も あ る 。『 斜 陽 』 の 主 人 公 か ず

子 は 「 な ん だ か 分 か ら ぬ 愛 の た め に 、 恋 の た め に 、 そ の 悲

し さ の た め に 、身 と 霊 魂 を ゲ ヘ ナ に て 滅 ぼ し う る 者 、あ あ 、

わ た し は 自 分 こ そ そ れ だ と 言 い 張 り た い の だ 」 と 言 っ て 、

一 切 の 古 い 習 慣 、 倫 理 に 挑 戦 す る の で あ る 。  

要 す る に 合 法 の 世 界 に 安 住 し 、安 逸 を む さ ぼ る 人 々 の 摩 滅

し た 神 経 に 、 太 宰 は 我 慢 す る こ と が で き な い 。 そ れ は 義 に

反 す る 。 そ し て 真 実 は 常 に 例 外 者 で あ る 。 思 想 は 常 に 公 共

者 で あ る 。  

こ の こ と は 天 の 父 は 、恐 怖 の 対 象 で は な く て 懼 怖 の 対 象 だ



と い う こ と で も あ る 。「 体 は 殺 し て も 、 霊 魂 を 殺 す こ と の で

き な い 者 ど も を 恐 れ る な 。 む し ろ 、 霊 魂 も 体 も 地 獄 で 滅 ぼ

す こ と の で き る 方 を 恐 れ な さ い 」（ マ タ イ 伝 一 〇 章 二 八 節 ）。

こ の 口 語 の 訳 で は 「 恐 れ る 」 と い う 言 葉 が そ れ ぞ れ 違 っ た

言 葉 で あ る に も か か わ ら ず 、 原 文 で は 二 者 同 様 に 「 恐 れ る 」

と 訳 し て あ る の に 対 し て 、 霊 魂 の み を 殺 す こ と が で き る も

の た ち を 「 者 ど も 」、 霊 魂 と 体 も ゲ ヘ ナ で 滅 ぼ し 得 る も の を

「 方 （ か た ）」、 と 訳 し 分 け し て あ る 。 前 者 は 悪 魔 で あ り 、

後 者 は 神 で あ る と い う こ と で あ ろ う 。 つ ま り 、 恐 怖 ― 完 全

者 、 懼 れ ― 全 き も の 、 と い う 図 式 が 成 り 立 つ こ と に な る 。  



な か な か 眠 れ な い で い る と き な ど 、 よ く 「 存 在 へ の 懼 怖 」

を 感 ず る こ と が あ り 、 そ う 書 い た こ と も あ る が 、「 懼 怖 」 は

決 し て 「 恐 怖 」 で は な い 。 自 分 の 存 在 を 「 恐 怖 」 し て い た

ら 、 一 刻 も 生 き 得 ま い 。「 父 は 悪 人 に も 善 人 に も 太 陽 を 昇 ら

せ 、 正 し い 者 に も 正 し く な い 者 に も 雨 を 降 ら せ て く だ さ る

か ら で あ る 」と い っ た イ エ ス の 説 く 神 が 、わ た し た ち の「 恐

怖 」 の 対 象 で あ る わ け は な い だ ろ う 。  

 

も と も と「 完 全 さ 」と い う こ と は 良 い こ と で は な い 。紙 の

表 裏 の よ う に 、 裏 が あ れ ば 必 ず 表 が あ る 。 裏 面 に 達 し よ う



と し て 、 表 面 を い く ら こ す っ て 薄 く し て も 、 裏 面 に は い た

ら な い 。 そ れ が ま た 表 面 に な っ て い る 。 世 の 中 に は 「 完 全

さ 」 は な い 。 隣 り 合 っ た 二 つ の 部 屋 も 、 そ れ を 隔 て る 壁 は

ど ち ら に 属 し て い る の か 。 こ の 壁 は ど ち ら か に 属 し て い る

の で あ ろ う 。 し か し ど ち ら に も 、 占 有 と い う 形 で は 属 し て

い な い 。表 裏 を 隔 て る も の 、部 屋 の 左 右 を へ だ て る も の は 、

何 処 に も な い も の 、 つ ま り 無 な の で あ る 。 ま た は 、 表 裏 、

左 右 は 、 認 識 と し て 、 未 完 結 な の で あ る 。 こ れ は 「 全 き 」

も の だ ろ う 。  

「 信 仰 は 疑 い 九 〇 ％ 、希 望 一 〇 ％ の こ と だ 」と い う 先 ほ ど



挙 げ た ベ ル ナ ノ ス の 例 も 、 信 仰 と は も と も と そ う い う も の

で あ り 、 そ れ は 知 的 に は 無 を 、 未 完 結 を 、 暗 示 し て は い る

の で は な か ろ う か 。そ れ は「 完 全 な 」信 仰 で は な い 。「 全 き 」

信 仰 だ 。 そ れ が 神 の 他 者 性 で は な い か 、 と い う こ と だ 。  

 


