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この と ころ 、 毎 夜 寝 る と き 、む か し 書 いた 自 分 の 本 を 読 ん で いま す 。 『 キリ ス ト教 の 歴 史 』 を 読 み 終 わ り 、

いま 、 そ の 続 き で あ る 『 現 代 の キ リス ト教 』 を 読 ん で いる と ころ で す 。 自 分 の 書 いた 本 は 、 抵 抗 な し に― ―

そ の 分 、 緊 張 も あ り ま せ ん が ― ― 読 め ま す の で 、 眠 る 前 に 読 む の に 都 合 が よ いの で す 。 そ し て つ く づ く 思

った ことは 、 その ころ 考 えて いた ことと 、 現 在 の 問 題 が、 根 本 的 には 同 じ だな 、 と いう ことで す 。 

 

こ れ は 著 作 で は あ り ま せ ん が 、 青 山 の 大 学 院 の 博 士 課 程 を 修 了 し た と き 、 研 究 報 告 と し て 「 実 存 的

と 実 存 主 義 的 」 と い う 、 だ いぶ 長 い 論 文 を 書 いた こ と が あ り ま す 。 ま ず そ の こ と を 話 し て み ま し ょ う 。 も と も



と 実 存 と い う 言 葉 は 、 現 実 存 在 の 内 側 の 二 字 を と っ た も の で あ り 、 そ れ は 現 実 に 、 今 こ の と き を 生 き て

い る 自 分 の 存 在 の 真 実 と い う こ と で す 。 そ れ は 「 い ま 、 そ し て こ こ 」 に 生 き て い る 自 分 の 真 実 な の で す か

ら 、 主 義 に は 定 着 し な い 性 格 の も の で あ り ま す 。 こ れ は 実 存 に は か ぎ り ま せ ん が 、 主 義 に 定 着 す る も の

は 現 実 存 在 を は な れ た 観 念 で す 。 だ か ら 主 義 と か 観 念 に な っ た ら 、 た と え そ れ が 自 分 に 関 す る 主 義 や

観 念 で あ っ ても 、 自 分 の 現 実 存 在 、 つ まり 実 存 は そ こ には いま せ ん 。 だ から 実 存 主 義 と い う 言 い 方 に は 、

実 存 に 対 す る 根 本 的 な 矛 盾 が 含 ま れ て い る と 思 い ま す 。 自 分 に つ い て の 自 分 を 離 れ た 、 抽 象 的 観 念

に な ら な い 真 実 こ そ が 実 存 な の だ か ら で す 。 そ の こ と の 自 覚 が 実 存 主 義 で す 。 た と え ば 平 和 主 義 と い う

場 合 、 平 和 主 義 は 平 和 に 対 す る 希 求 を 内 容 に し た も の で あ り 、 平 和 主 義 は 観 念 的 に も 存 在 し ま す か

ら 、 平 和 と 平 和 主 義 は 矛 盾 し ま せ ん 。ま た 資 本 主 義 は 、 資 本 の 効 率 を 基 本 に し た 主 義 で あ って 、 資 本

主 義 と 資 本 の 効 率 と は 矛 盾 し た こ と で は あ り ま せ ん 。 こ れ は 何 の 主 義 で あ っ て も 同 じ で す 。 し か し 実 存



主 義 は 違 いま す 。 実 存 が 実 存 主 義 と な っ て 、 現 実 に 存 在 し て いる 実 存 の 生 そ の も の を 離 れ 、 一 つ の 哲

学 的 概 念 になっ た と き、 それ は その 人 の 現 実 存 在 、つ まり 実 存 そ のも の を 裏 切 って いま す 。 

ブル トマ ン と いう 新 約 聖 書 学 者 は 、 この 微 妙 な 相 違 を 、 実 存 的 (ex i s t e n z i e l l ) ( e x i s t e n t i a l ) と 実 存 主

義 的 （ E x i s t e n z i a l ） ( e x i s t e n t i a l i s t ) と し て 厳 密 に 区 別 し ま し た 。 た と え ば 新 約 聖 書 を 読 む 場 合 、 読 者

は そ れ を 実 存 的 に 、 自 分 に 対 す る 語 り か け と し て 読 む べ き で あ っ て 、 実 存 主 義 的 に 、 つ ま り 実 存 に つ い

て の 観 念 を 前 提 し て 、 読 む の は ま ち が い の も と だ 、 と 言 い ま す 。 と く に 神 話 の 解 釈 に あ た っ て は 、 そ の こ

と は 厳 密 に 自 覚 さ れ て いな けれ ば な らな いと 言 いま す 。 神 は 実 存 的 真 実 で あっ て 、 実 存 主 義 的 、 ま し て

対 象 論 理 的 真 実 で はな いと 言 いま す 。 

し か し 問 題 は 、 実 存 は 主 義 に な り 、 言 葉 に よ っ て 表 現 さ れ な け れ ば 、 つ ま り 実 存 主 義 と い う 一 つ の 哲

学 的 立 場 になら な ければ 、 その 立 場 を 本 に 書 いたり 、 人 に 伝 え る こと がで きな いと いうことで す 。 神 も 、 た



と え ば キ リ ス ト 教 と い う 宗 教 上 の 神 に な ら な い か ぎ り 、 人 か ら 人 へ 、 歴 史 的 に 伝 え る こ と は で き ま せ ん 。

主 義 や そ の 主 義 を 支 え る 観 念 は そ の 意 味 で 必 要 で す 。し かし そ の 主 義 や 観 念 には 、 そ れ が 観 念 で あり

主 義 で あ る と い う ま さ に そ の 理 由 で 、 か な ら ず 嘘 が 含 ま れ て い ま す 。 キ ル ケ ゴ ー ル の 悩 み も そ こ に あ り ま

し た 。 い わ ゆ る 思 想 の 嘘 で す 。 先 に あ げ た 平 和 主 義 や 資 本 主 義 に し て も こ の こ と は 言 え ま す 。 平 和 主

義 は 平 和 そ の も の で は な い し 、 資 本 の 効 率 は 、 資 本 主 義 そ の も の で は あ り ま せ ん 。 資 本 の 効 率 な ら 、

封 建 時 代 の 君 主 た ち も そ れ を 求 め た の で し た 。 ま た 、 口 で は 平 和 主 義 を 唱 え な が ら 、 侵 略 を 繰 り 返 す

帝 国 主 義 者 た ち は 、 わ た し た ち の 周 り に も 枚 挙 に い と ま が な いで し ょ う 。 そ れ に 対 し て 実 存 は 、 本 姓 、 主

義 には なら ないもの で す 。 主 義 に なっ た 実 存 主 義 は 、 実 存 そ の も のと は 別 の ものに なり ます 。 

こ の 実 存 と 実 存 主 義 の 区 別 は 、 こ の 研 究 論 文 を 書 い た 時 代 に は 、 ブ ル ト マ ン の 主 張 に も か か わ ら ず 、

少 な く と も こ の 国 の 神 学 界 で は 、 ま だ は っ き り し た 自 覚 に は も た ら さ れ て い ま せ ん で し た 。 だ か ら こ そ 、 わ



た し は こ の 論 文 を 書 い た の で す が 、 わ た し が こ の 問 題 に 敏 感 で あ っ た の は 、 わ た し の 神 経 質 な 性 格 、 よ

く 言 え ば 完 全 主 義 に よ っ て い る で し ょ う 。 わ た し の 個 人 的 問 題 は 、 この 完 全 主 義 が 、 ま た 一 つ の 観 念 に

な っ て いる こと だ と い え る か も し れ ま せ ん 。 実 存 は 実 存 主 義 と は 区 別 さ れ る べ き な の で す 。 この 主 義 や 思

想 の も つ 嘘 を 最 も 敏 感 に 拒 否 し た 文 学 者 は 、 た ぶ ん 太 宰 治 で す 。 彼 は 志 賀 直 哉 を 初 め と す る 、 行 い

済 ま し た 思 想 家 や 文 学 者 を 終 生 嫌 悪 し ま し た 。 し か し 人 間 は 、 言 葉 や 思 想 、 主 義 な し に は 生 き ら れ な

い し 、 言 葉 、 思 想 、 主 義 に な ら な け れ ば 、 そ の 内 容 も 伝 わ り ま せ ん 。 そ れ に も か か わ ら ず 、 そ れ ら の 嘘 を

指 摘 し つ づ け た こ と が 、 太 宰 の 破 滅 の 原 因 で あ っ た と わ た し は 理 解 し て い ま す 。 ま た 現 代 の キ リ ス ト 教

界 の 著 述 家 を 一 人 だ け あ げ る と す れ ば 、 そ れ は カ ー ル ・ バ ル ト で し ょ う 。 た ぶ ん 世 界 最 大 の 著 作 で あ る

『 神 学 大 全 』 を 著 わ し た 一 三 世 紀 の ト マ ス ・ ア ク ィ ナ ス に 対 し て 、 バ ル ト は 「 現 代 の ト マ ス だ 」 、 と い わ れ る

く ら いに 、 巨 大 な 『 教 会 教 義 学 』を 書 き つ づけま し た 。 毎 日 、 朝 から 夜 ま で 机 に 向 か っ て いる 父 親 を 見 て 、



彼 の 息 子 が 神 学 者 に な る こ と を 拒 み 、 そ の か わ り 植 木 屋 に な っ た こ と は 有 名 で す 。 し か し バ ル ト は 何 を

そ ん なに 書 きつ づ け た の でし ょ う か 。 い ま の 文 脈 で 言 え ば 、 それ は 実 存 的 信 仰 を 、 実 存 主 義 的 言 葉 で 、

つまり バル トと いう 人 間 の 言 葉 で 描 こう と した の です 。 それ は 不 可 能 な 企 てで す。 

 

こ の 実 存 と 実 存 主 義 の 区 別 、 実 存 的 信 仰 に と っ て 神 は 、 実 存 主 義 と い え ど も 、 一 つ の 主 義 と し て 、

対 象 的 に 考 え る こ と は で き な い と い う こ と を 、 フ ェ ミ ニ ス ト 神 学 を 例 に と っ て 説 明 し て み ま し ょ う 。 も ち ろ ん

フ ェ ミ ニ ス ト 神 学 は 、 ポ ス ト・ モ ダ ー ン （ 脱 近 代 、 脱 主 観 ― 客 観 主 義 ） 属 す る 神 学 で し て 、 実 存 主 義 が ア

ン チ ・ モ ダ ー ン 的 （ 反 近 代 、 反 主 観 ― 客 観 主 義 ） 性 格 を も っ て い る と い う 違 い は あ り ま す が 。 パ ウ ロ が 男

尊 女 卑 の 言 辞 を 弄 し て い る こ と を 、 フ ェ ミ ニ ス ト 神 学 者 た ち は 指 摘 し ま す 。 た と え ば 「 男 が 女 の た め に 造

ら れ た の で は な く 、 女 が 男 の た め に 造 ら れ た 」 （ コ リ ン ト Ⅰ 、 一 一 の 七 ） と か 「 教 会 が キ リ ス ト に 仕 え る よ う



に 、 妻 も す べ て の 面 で 夫 に 仕 え る べ き で す 」 （ エ フ ェ ソ 、 五 の 二 四 ） と い う よ う な 言 葉 で す 。 こ の エ フ ェ ソ 書

の 言 葉 は 最 近 ま で 、 結 婚 式 の 式 文 で 使 わ れ て い ま し た 。 し た が っ て フ ェ ミ ニ ス ト 神 学 者 た ち は 、 当 面 、

伝 統 的 な キ リ ス ト 教 に 対 し て は 、 著 し く 反 キ リ ス ト 教 的 で す 。 そ れ は フ ェ ミ ニ ス ト 神 学 者 た ち の 著 書 が

『 父 な る 神 を 越 え て 』 で あ っ た り （ Ｍ ． デ イ リ ー ） 、 『 別 の 天 地 』 （ Ｓ ． コ リ ン ズ ） で あ っ た り す る こ と か ら も 窺 え

るで しょ う 。 ブ ル トマ ン やバ ル トは 反 キリ ス ト 教 的 で は あ り ま せ ん でし た 。 

し か し 根 本 的 に い え ば 、 キ リ ス ト 教 が 男 性 主 義 か 女 性 主 義 か と い う 議 論 は 、 神 を 一 つ の 対 象 と し て

い る か ら 起 こ る 議 論 で す 。 神 を 、 い わ ば キ リ ス ト 教 主 義 の 中 で 一 つ の 観 念 と し て 、 対 象 と し て と ら え 、 そ

の 対 象 と し て の 神 は 男 か 女 か と い う 水 準 で の 議 論 で す 。 そ し て い ろ い ろ な 歴 史 的 ・ 社 会 的 理 由 に よ っ

て 、 神 は 父 な る 神 で あ る と さ れ ま し た 。 わ た し た ち の 文 脈 で い え ば 、 こ れ は 男 性 主 義 で し ょ う 。 し か し わ た

し が 理 解 す る 限 り 、 本 来 の フ ェ ミ ニ ス ト 神 学 者 た ち は 、 そ の 男 性 主 義 に 対 し て 、 同 じ 水 準 で 、 対 抗 的 に



女 性 主 義 を 主 張 し て い る わ け で は な い と 思 い ま す 。 た と え ば 、 女 性 の 社 会 的 地 位 と か 、 同 一 労 働 に 対

し て は 同 一 賃 銀 が 支 払 わ れ る べ き だ と い う よ う な 、 ― ― そ れ も あ り ま す が ― ― 女 性 主 義 を 主 張 し て い る

わ け で は あ り ま せ ん 。 彼 女 た ち の 見 解 に よ る と 、 パ ウ ロ の 言 葉 に 見 ら れ る よ う な 伝 統 的 な キ リ ス ト 教 、 と

く に そ れ に 培 わ れ た 近 代 思 想 は 、 バ ル ト や ブル トマ ン も 含 め て 、 デ イ リ ー の 言 葉 に よ れ ば 、 「 二 元 化 ― 具

象 化 ― 客 観 化 症 候 群 」 ( d i c h o t om i z i n g - r e i f y i n g - p r o j e c t i n g  s y n d r ome ) に 陥 っ て い る と い う の で す 。

フェミ ニ ス ト神 学 者 た ちは 、 この 症 候 群 に 反 対 し て いるの です 。  

フ ェ ミ ニ ス ト 神 学 者 た ち が 求 め て い る も の は 、 も っ と 神 学 的 ・ 哲 学 的 な も の 、 ポ ス ト ・ モ ダ ー ン 的 な も の

で 、 そ れ は 聖 書 的 「 父 な る 神 」 を 超 え た 、 「 全 体 な る 」 神 を 求 め て い る の だ と 思 わ れ ま す 。 人 間 は 相 対 的

視 野 し か 持 た な い か ら 、 そ の 思 考 は 対 象 を 必 ず 「 二 元 化 ― 具 象 化 ― 客 観 化 」 し て と ら え 、 そ の 意 味 で

「 全 体 性 」 を 「 部 分 化 ｣ し 、 「 観 念 化 」 す る と 言 い ま す 。 か く し て そ れ は 、 男 か 女 か 、 そ の ど ち ら が 優 位 か 、



と いっ た 議 論 に な り ま す 。 そ れ に 対 し て 「 全 体 性 」 と は 、 人 間 が 実 存 的 に の み （ 実 存 主 義 的 に で は な い） 、

い ま 、 そ し て こ こ で の み 、 触 知 で き る よ う な も の で し ょ う 。 コ リ ン ズ の 言 葉 に よ れ ば 、 全 体 性 と は 男 女 を 互

いに 隔 て て い る 二 極 構 図 と 、 そ れ に も と づ いて い る 男 女 間 の 心 理 的 ・ 社 会 的 二 元 論 を 克 服 す る 「 相 互

性 、 相 補 性 、 平 等 性 、 混 合 性 」の こと です 。 

デ イ リ ー は さ らに 率 直 に 、「 全 体 な る」 神 は 、 認 識 の 対 象 と し て は 存 在 し な いか ら 、 フ ェ ミ ニ ス ト神 学 者

は 「 無 の 経 験 に 直 面 す る 実 存 的 ( 傍 線 筆 者 ) 勇 気 」 を 必 要 と す る と 、 東 洋 思 想 に 通 じ る よ う な こ と を 言

っ て い ま す 。 そ し て そ の 無 と し て の 神 は 名 詞 で は な く て 動 詞 で あ る と 言 い ま す 。 神 を 名 詞 と し て 、 言 い 換

え れ ば 一 つ の 対 象 と し て 、 理 解 す る こと は 、 も と も と 「 二 元 化 ― 具 象 化 ― 客 観 化 症 候 群 」 で の 所 見 で す 。

神 を 一 つ の 名 詞 と し て 名 づ け る こ と は 、 神 を 定 位 さ れ た も の と し て 、 神 の 対 象 化 を 招 く 。 だ か ら 人 間 の

認 識 に と っ て 無 と し て の 、 全 体 な る 神 は 、 名 詞 と し て よ り も 、 動 詞 で あ る と 表 現 す る の が ふ さ わ し い と 。 し



かも デ イリ ーに よ ると 、 この 動 詞 は 自 動 詞 であっ て 、 自 分 の 動 詞 的 性 格 を 限 定 す る もの とし て の 目 的 語

を 持 たな いような もの だと 言 っ て いま す 。  

 

以 上 の よ う に 、 人 間 そ の も の に と っ て の 真 実 は 、 「 主 義 」 と し て 対 象 化 さ れ た も の の 中 に は な く 、 そ れ

は 「 全 体 性 」 、 そ れ ゆ え の 特 定 不 可 能 な も の と し て の 動 詞 性 の 中 に あ る と 言 え る で し ょ う 。 現 代 思 想 史

的 に 言 え ば 、 こ れ は ア ン チ ・ モ ダ ー ン で は な く て ポ ス ト ・ モ ダ ー ン で す 。 そ れ は 人 間 の 言 語 化 以 前 の 現 実

で す 。 そ れ は 実 存 的 に の み 理 解 さ れ る よ う な も の で す 。 神 の 名 前 が 「 わ た し は あ る 。 わ た し は あ る と い う

者 だ 」 （ 出 エ ジ プ ト 記 三 の 一 四 ） と い う 奇 妙 な 名 前 で あ る の も 、 こ の こ と に 関 係 が あ り ま す 。 神 の 名 前 は

ヤ ー ウ ェ で す が （ 因 み に い え ば 、 エ ホ バ と い う の は 、 ヘ ブ ル 語 に は 子 音 の 表 示 し か あ り ま せ ん で 、 そ れ に

母 音 を 補 って 発 音 し ま す が 、そ の 母 音 の 付 け間 違 い から 起 こ っ た も の） 、 それ は へ ブ ル 語 の b e 動 詞 の



三 人 称 未 完 了 形 で す 。 モ ー セ が 神 の 名 前 を 尋 ね た と き 、 「 わ た し は あ る 。 わ た し は あ る と い う 者 だ 」 と 答

えた と いう のも 、 奈 須 瑛 子 氏 の 解 説 に よ る と、「 ヘブラ イ 語 に be 動 詞 の 現 在 形 は な いので 、 この 形 は 現

在 も 表 し 、 あ る い は 過 去 も 表 わ し 、 さ ら に 未 来 へ と む か う 生 き 生 き と し た 神 の ダ イ ナ ミ ッ ク な 働 き を 表 わ

す 」 と あ り ま す （ 同 氏 論 文 「 ヤ ド ・ ヴ ァ ・ シ ェ ム 」 、 富 坂 キ リ ス ト 教 セ ン タ ー 編 『 現 代 世 界 に お け る 霊 性 と 倫

理 』 二 〇 〇 五 年 、 八 四 頁 ） 。 要 す る に 神 の 存 在 は 、 特 定 可 能 な 、 主 義 と し て の 対 象 で は な く 、 言 語 以

前 の 、 動 詞 的 な もの 、 実 存 的 に のみ 邂 逅 する もの だ と いう こと で しょ う。 

 

先 日 わ た し は 『 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 宗 教 』 と い う 本 を 上 梓 し ま し た 。 『 宗 教 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 』 で は あ

り ま せ ん 。 後 者 の 場 合 、 宗 教 が 主 体 で 、 そ の 宗 教 が 他 と ど の よ う な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と る か 、 と い う こ

と 、 い わ ゆ る 宗 教 主 義 の ニ ュ ア ン ス に な り ま す 。 そ れ に 対 し て 『 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 宗 教 』 の 場 合 、 宗 教



は も と も と 「 全 体 性 」 に か か わ り 、 自 己 は 未 完 結 で 、 し た が っ て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 離 れ て は 宗 教 は あ り

えず 、 その 理 由 は 、 宗 教 が 本 性 、 言 語 化 以 前 の 全 体 性 に かか わ る、 動 詞 的 な もの 、 実 存 的 なも の だ と

い う ニ ュ ア ン ス が あ る か ら で す 。 宗 教 と は 本 来 人 間 の 知 性 の 肯 否 を 超 え た も の で し ょ う 。 そ こ に こ そ 、 人

間 の コミュ ミケー シ ョ ンは ある の だと 思 いま す 。そ の ことを 、 その 本 の 中 で 書 いた ので す 。 

し か し そ れ に し て も 、 実 存 に し て も ポ ス ト ・ モ ダ ー ン に し て も 、 神 を 主 観 ― 客 観 構 図 の 対 象 と し て 、 主

義 と し て と ら え る こ と へ の 反 対 は 、 自 分 の 学 問 的 遍 歴 で 、 終 始 一 貫 し て い る よ う に 思 え ま す 。 そ う 考 え

ると 、わたしはあ る 種 の 安 堵 の ような もの を 感 ず るの です 。(068 27 )  

 


