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た し か 二 年 前 の ク リ ス マ ス に 、 わ た し は 「 乳 飲 み 子 イ エ ス ― ― ク リ ス マ ス 考 」 と 題 し た 説 教 を し た こ と が

あ る （ 拙 著 『 一 緒 な の に ひ と り 』 二 〇 〇 四 年 に 、 同 じ 題 で 収 録 ） 。 そ の 趣 旨 は 、 年 々 、 社 会 習 俗 と し て の

ク リ ス マ ス は 盛 ん だ が 、 ク リ ス マ ス は 乳 飲 み 子 イ エ ス の 誕 生 を 祝 う 日 で あ る べ き こ と 、 し か し そ の ク リ ス マ

スの 本 意 が、 社 会 習 俗 の 中 に埋 没 して 、 乳 飲 み 子 イエスの 意 味 が 忘 れ去 られて いる こと 、し かしそれで

も 結 構 で は な い か と い う こ と で あ る 。 そ の 理 由 は 、 乳 飲 み 子 と は 、 自 分 の 宗 教 的 意 味 を 要 求 し た り 、 自

己 を 主 張 し たりはし な いし 、 自 分 が 社 会 現 象 として の クリスマス の 中 に 埋 没 しても 異 議 を 唱 え た りはし な

い か ら で あ る 。 し か し そ れ が 乳 飲 み 子 と い う こ と の あ り 方 で は な い か 、 と 。 そ し て そ の 自 己 無 化 に よ っ て 、



人 々 を ひ と と き 親 切 に さ せ 、 楽 し く さ せ れ ば 、 そ こ に 乳 飲 み 子 イ エ ス の 誕 生 を 祝 う ク リ ス マ ス の 意 義 は あ

るのではないかというものであった。 

こ の 感 想 は 今 も 変 わ っ て い な い 。 先 日 も 吉 祥 寺 駅 前 の 広 場 に ク リ ス マ ス 向 け の 大 仕 掛 け な 電 飾 が

取 り 付 け ら れ て い る の を み て 、 こ の 説 教 の こ と を 思 い 出 し た 。 そ し て 乳 飲 み 子 の こ の 生 ま れ た ま ま の 自

己 無 化 は 、 割 に 大 事 な こ と で は な い か と 思 っ た 。 乳 飲 み 子 が 可 愛 い の は 、 こ の 本 性 的 、 そ し て 存 在 論

的 自 己 無 化 に よ る の で は な か ろ う か 。 近 頃 わ た し は 年 を と っ て 、 も の の 感 じ 方 が 保 守 的 に な っ た せ い か 、

社 会 現 象 とし ての （つ まり 神 学 的 ・ 宗 教 的 で はな い） クリ スマ スに 肯 定 的 に なっ て いる 。あ る いは この よ う

な乳 飲 み 子 に 対 する 感 じ 方 が 無 意 識 の うちに、ま ず背 後 に あるから、 クリスマス が歴 史 上 、 年 々 歳 々 に

わ た っ て 祝 わ れ て い る の か も し れ な い と 思 っ た り し た の で あ る 。 よ く 知 ら れ て い る よ う に 、 元 来 、 ク リ ス マ ス

が 一 二 月 二 五 日 に 定 め ら れ た の は 、 ロ ー マ の 司 教 リ ー べリ ウ ス の とき 、 三 五 四 年 で 、 これ は ロ ー マ の 冬



至 祭 に 合 わ せ て 決 め ら れ た も の で あ る 。 社 会 習 俗 と し て の ク リ ス マ ス と お 祭 り は 、 本 来 な じ ま な い も の で

はないのである。 

 

こ の 幼 児 の 自 己 無 化 と 、 神 と い う こと を 、 考 え て み よ う 。 キ リ ス ト 教 の 神 秘 主 義 と 、 東 洋 と く に 佛 教 の

神 秘 主 義 と を 比 較 し て み た 場 合 、 どち ら も 人 間 を 無 化 し て 神 と 合 一 す る こと を 目 的 と し て いる 点 で は 同

じ だ が 、 両 者 に は 根 本 的 な 違 い が あ る 。 こ れ は ト マ ス ・ マ ー ト ン （ 一 九 六 八 年 没 ） と い う 現 代 の ト ラ ピ ス ト

修 道 僧 が 十 字 架 の ヨ ハ ネ （ 一 五 四 二 ～ 九 一 ） と 呼 ば れ る ス ペ イ ン の 神 秘 家 の 言 葉 と し て 引 い て いる 例

だ が 、 西 洋 の 神 秘 主 義 は 、 人 間 と 神 と の 関 係 を 、 窓 の ガ ラス に な ぞ らえ る 。 神 は 窓 か ら 射 し 入 る 光 で あ

る 。 だ から ガラ ス が 自 我 の さ ま ざまな 欲 望 に よっ て 曇 ら さ れて いる 場 合 、 た と え そ れが 神 を 求 め る と いう よ

う な 良 い も の で あ っ て も 、 神 の 光 は そ の 自 我 に よ っ て 邪 魔 さ れ 、 部 屋 の 中 に 少 し し か 射 し 込 ま な い 。 修



道 院 や修 道 僧 の修 行 の意 味 は、このガラスの曇 りを取 り除 く ことであると言 う。 

こ れ は 正 当 な 理 解 だ が 、 し か し そ の 場 合 、 神 の 光 を 受 け る の は 、 ガ ラ ス の 曇 り を と り 去 っ た 、 部 屋 の

中 に いる 自 分 である ことは間 違 いない。つま りガラスを曇 らせて いる自 我 の いろいろな 欲 望 を 無 にした自

我 で あ る 。 だ か ら そ こ に 、 神 を 求 め る 、 い わ ば 純 粋 な 自 我 が あ る こ と が 前 提 さ れ て い る こ と は 、 間 違 い な

い 。 西 洋 の 思 想 が 人 間 中 心 主 義 的 で あ り 、 有 の 思 想 で あ る と 言 わ れ る の は こ の よ う な 事 情 で あ ろ う 。

西 洋 の神 秘 主 義 は、 有 の思 想 の神 秘 主 義 である。 

そ れ に 対 し て 佛 教 の 神 秘 主 義 で は 、 こ れ は 西 田 幾 多 郎 の 『 働 く も の か ら 見 る も の へ 』 の 中 の 文 章 に

も で て く る が 、 自 己 の 欲 求 は 窓 の ガ ラ ス で は な く て 鏡 に た と え ら れ て いる 。 鏡 は 物 を 映 す 。 目 の 前 の 物 を

何 で も 映 す のが 鏡 で あ っ て 、 物 を 映 さ な い 鏡 はな い 。 だ から 鏡 は 、 そ れ 自 体 と して は 、 言 わば 存 在 し て い

ないと 言 え る。 そ の 意 味 で 、 鏡 そ のもの は いわば 無 であ る。 人 間 も 無 となり 、 周 囲 の 変 化 にし た が って 変



化 すること によって、 周 囲 との 摩 擦 を避 け、自 由 に 生 きられるという。いわば無 相 の自 己 で ある。人 間 が

「人 の 間 」 としてこそ 人 間 であり 、それ 自 体 として、「 自 分 は 自 分 のみによっ て自 分 である」ようなあり方 と

し て は 存 在 せ ず 、 い わ ば 関 係 存 在 と し て 、 「 無 自 性 」 と し て 生 き て い る の は 、 こ の よ う に 、 鏡 に た と え ら れ

るのである。 

し か し こ の 場 合 問 題 は 、 自 己 が 無 相 の も の で あ る 以 上 、 そ の 自 己 が 信 ず べ き 、 な い し 合 一 化 さ れ る

べ き 、 「 対 象 」 と し て の 神 も 、 少 な く と も 自 分 の 信 仰 の 対 象 と し て は 、 無 に な る と い う こ と だ 。 自 己 が 無 に

な る 場 合 、 そ の 自 己 の 対 象 も 無 く な る か ら で あ る 。 こ れ は 神 が 有 る か 無 い か と い う 、 自 我 を 規 準 に し た

判 断 か ら 無 縁 に な る と いう こと だ 。 対 象 論 理 的 判 断 を 超 え た も の と し て は 、 神 は 有 る か も し れ な いし 、 無

い か も し れ な い 。 無 と は 元 来 、 そ う い う 次 元 の も の で あ る 。 し か し こ の こ と を 逆 に 言 え ば 、 神 は 人 間 の 思

考 の ｢ 対 象 ｣ で あ る こ と を 脱 却 し て 、 本 当 に 人 間 と 合 一 さ れ て い る と い う こ と で も あ る 。 そ れ は 無 に お い て



可 能 な の で あ る 。 東 洋 の 神 秘 思 想 が 無 の 神 秘 主 義 で あ る と 言 わ れ る の は こ の よ う な 事 情 で あ ろ う 。 そ

のことを、乳 飲 み子 イエスのいわば自 己 無 化 が、暗 示 している ように思 え る。 

 

わ た し は 、 夜 、 眠 れ な い こ と が よ く あ る 。 そ の よ う な 時 、 わ た し は 眠 ろ う と し て 、 睡 眠 薬 を 飲 ん で み た り 、

パ ン な ど を 食 べ て 血 液 を 消 化 器 系 の ほ う に ま わ し て 脳 の 活 動 を 鎮 め よ う と し て み た り 、 あ ら ゆ る 努 力 を

す る が 、 す る と ま す ま す 眠 れ な く な る 。 そ の 場 合 、 眠 ろ う 々 々 と 努 力 す る 自 我 は ま す ま す 強 力 に な っ て 、

か え っ て 眠 れ な く な る 。 こ れ は 誰 に で も あ る 心 理 の 悪 循 環 で あ ろ う 。 わ た し は そ の よ う な と き 、 い わ ば 「 自

我 病 」 に 罹 っ て い る の だ 。 こ こ で は 自 分 は 無 相 化 さ れ て い な い の で あ る 。 こ う い う 言 い 方 が 心 理 学 上 許

さ れ る か ど う か 分 か ら な い が 、 眠 り に 入 る た め に は 、 自 我 が 無 に な る こ と 、 少 な く と も 眠 ろ う と す る 自 我 が

無 に な る こ と が 必 要 で あ る 。 自 我 は 、 い わ ば 鏡 に な る こ と が 必 要 な の で あ る 。 眠 れ な け れ ば 、 眠 れ な い と



い う 事 実 を 、 自 然 に 映 し て い る 鏡 で あ る 。 窓 ガ ラ ス の 内 部 に ひ そ む 自 我 で は な い 。 実 際 、 翌 朝 、 眠 っ た

あと で 考 え 直 し て み る と 、 寝 入 る とき 、 自 我 そ のも の は 忘 却 し て い る 。 いま 眠 る 、と 自 覚 して いる 眠 りは な

い。忘 却 し ていない限 り、眠 りはこない。自 我 が無 に なるとき、眠 りは訪 れ る。 

 

も と も と 、 天 然 自 然 に な ろ う と 努 力 す る こ と ほ ど 、 天 然 自 然 な 生 に 反 し た こ と は な い 。 乳 飲 み 子 の 自

然 さになろ うと 努 力 す ることほ ど、 乳 飲 み 子 の 自 然 さに 反 し た ことは な いのである 。 そのよ うな 努 力 は、ま

す ま す そ の 人 を 、 乳 飲 み 子 の 自 然 さ か ら 反 対 の 方 向 へ 押 し や る 。 わ た し は 以 前 か ら 宗 教 的 修 行 と い う

もの に 反 感 をもっ て いる 。 修 行 の 大 切 さ を 、 と くに 密 教 系 の 宗 教 は 強 調 す るが 、 修 行 や 努 力 に よっ て 到

達 さ れ る 悟 り と い う も の は な い の で は な い か 。 修 行 や 努 力 に は 、 そ の 修 行 や 努 力 を す る 自 我 が 強 力 に

前 提 さ れ て いる か ら だ 。 も し そ れ に よっ て 到 達 さ れ る 信 や 覚 が あ る と し た ら 、 そ れ は 自 我 の 努 力 に 恃 ん だ 、



鼻 持 ち な ら ぬ 宗 教 的 エ リ ー ト 趣 味 に な る だ ろ う 。 実 際 、 そ う い う 「 高 僧 」 は と き ど き い る が 。 わ た し は 庶 民

も 嫌 い だ が 、 エ リ ー ト は な お さ ら 嫌 い だ 。 普 通 の 、 自 然 な 人 間 が い い。 乳 飲 み 子 の 天 然 自 然 さ は 、 修 行

や努 力 によってなれるものではない。 

 

以 上 の 説 明 はその 通 りでありながら、今 日 のクリス マスの説 教 で言 いたいことはその ことではな い。 乳

飲 み 子 イ エ ス に な ぞ ら え て 自 我 を 無 に す る 、 と い う よ う な 宗 教 的 努 力 の 強 調 で は な く て 、 わ た し た ち は ク

リ ス マ ス に あ た り 、 こ の 年 末 の 祭 事 を 素 直 に 楽 し み 、 人 々 と と も に 喜 べ ば よ い の で は な い か と 思 う の だ 。

わたし たち は 自 分 の 自 我 を 無 にし、 本 当 に愛 他 的 博 愛 主 義 になること はできな い。 博 愛 主 義 の 背 後 に

は 、 常 に 「 良 い こ と を し た 」 と い う 勘 違 い や 、 そ の 意 味 で の 自 我 主 義 が 付 い て 廻 っ て い よ う 。 修 行 に よ っ

て も 、 わ た し た ち は せ い ぜ い 西 洋 の 神 秘 主 義 の 窓 ガ ラ ス の よ う に 、 ガ ラ ス を 透 明 に す る こ と が で き る だ け



で 、 そ の 奥 の 自 我 を も 無 に し て 、 乳 飲 み 子 イ エ ス に 倣 う こ と は で き な い 。 鏡 の た と え の よ う に 、 自 我 を 無

に す る こ と は 、 わ た し に は 、 た ぶ ん 、 無 理 な よ う だ 。 し か し そ れ は そ の 通 り で あ り な が ら 、 そ の こ と に 几 帳 面

に 苦 し む か わ り に 、 わ た し た ち は ひ と と き 、 ク リ ス マ ス を 喜 び 、 乳 飲 み 子 イ エ ス に 思 い を は せ 、 貧 し い 人 々

に 奉 げ 物 を し 、 周 囲 を 楽 し く す る こ と は で き る だ ろ う 。 自 我 主 義 者 の ま ま で 、 で あ る 。 し か し そ れ が 、 生 ま

れたばかりのイエスを中 心 にしたクリスマスの意 味 で はないか。 

わ た し は 近 頃 、 た ぶ ん 年 令 の せ い も あ っ て 、 事 柄 を 難 し く 考 え る こ と が 億 劫 に な っ て き た 。 今 年 も ク リ

ス マ ス を 迎 え る が 、 幼 児 イ エ ス は 人 間 の 原 点 だ 、 自 分 を 無 に し て 、 乳 飲 み 子 イ エ ス に 倣 う の が ク リ ス マ

ス の 意 義 だ と 言 っ て 力 む か わ り に 、 も っ と 素 直 に ク リ ス マ ス を 祝 え ば よ い の で は な い か 、 と 思 う よ う に な っ

た 。 自 分 の 中 の 自 我 に 、 相 変 わ ら ず 苦 し み な が ら 、 で あ る 。 む し ろ 自 分 の 弱 さ を 認 め 、 こ の 弱 さ が 自 分

に と っ て の 自 然 な こ と な の だ と い う こ と に 気 付 く こ と が 、 少 な く と も わ た し た ち に と っ て の 天 然 自 然 さ で は な



いか、と思 うのである。乳 飲 み子 イエスは、遠 くそのことを暗 示 し ているようにも思 える 。(05Y23 )  

 

 


