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「 コ リ ン ト の 信 徒 へ の 手 紙  一 」 一 三 章 一 三 節 に は 、 「 そ れ ゆ え 、 信 仰 と 、 希 望 と 、 愛 、 こ の 三 つ は い

つ ま で も 残 る 。 そ の 中 で 最 も 大 い な る も の は 、 愛 で あ る 」 と 書 い て あ る 。 つ ま り 信 仰 よ り も 愛 の ほ う が 「 大

い な る も の 」 だ と 言 う 。 愛 と 信 仰 と 、 ど ち ら が 「 大 い な る も の 」 で あ る か を く ら べ て み て も 仕 方 が な い が 、 普

通 は、ルタ ーの「信 仰 のみ、めぐみのみ、聖 書 のみ」( so l a  f i d e ,  s o l a  g r a t i a ,  s o l a  s c r i p t u r a )  の福 音 主

義 的 原 理 を 持 ち 出 す ま で も な く 、 少 な く と も プ ロ テ ス タ ン ト 信 仰 に と っ て は 、 愛 よ り 信 仰 の ほ う が 基 本 的



なも の だ と 思 わ れ て い る と 言 っ て よ い。 愛 は 、 愛 が 欠 け る と 信 仰 が 観 念 的 に な る と いう よ うな 、 信 仰 生 活

の 具 体 的 ・ 倫 理 的 要 請 で あ る と さ れ る の が 一 般 的 で あ ろ う 。 こ の 「 コ リ ン ト の 信 徒 へ の 手 紙  一 」 一 三

章 は 、 「 愛 の 讃 歌 」 と 呼 ば れ て お り 、 愛 が テ ー マ であ る こ と も あ る だ ろ う が 、 愛 の ほ う が 信 仰 よ り 基 本 的 だ

と 言 う の で あ る 。 愛 と 信 仰 に 関 し て 、 普 通 の 順 序 の 逆 転 が こ こ で は 示 唆 さ れ て いる よ う だ 。 そ し て この 言

い 方 は 、 愛 の 本 意 が 、 愛 憎 世 界 で の 愛 と か 、 博 愛 主 義 、 愛 国 心 の よ う な レ ベ ル 、 ま た は ア ガ ペ ー と エ ロ

ー ス と フ ィ リ ア に 区 別 さ れ る よ う な 、 概 念 化 さ れ る 以 前 の 次 元 で の も の だ と い う こ と を 示 唆 し て い る よ う に

思 える。愛 は人 間 の 存 在 構 造 そのものに根 ざしたも のだという理 解 かもしれない。 

 

新 年 に あ た っ て こ の よ う な こ と を 言 い 出 し た の は 、 小 泉 純 一 郎 首 相 が 初 詣 だ と 言 っ て 、 今 年 は 一 月

元 旦 に 靖 国 神 社 を 参 拝 し 、 「 内 閣 総 理 大 臣  小 泉 純 一 郎 」 と 記 帳 し 、 玉 串 料 は 自 費 だ っ た に し て も 、



公 用 車 で 行 き 来 した という こと があった か らである。 小 泉 は 要 するに 人 間 の 存 在 構 造 としての 愛 に 無 知

な の で は な か ろ う か 。 わ た し は ど ち ら か 言 え ば 、 イ ラ ク 問 題 、 構 造 改 革 等 々 に つ いて の 小 泉 の 政 治 姿 勢

に 肯 定 的 で あ る 。 イ ラ ク 問 題 に つ いて は ア メ リ カ を 支 持 す る 以 外 、 現 実 政 治 家 と し て は 、 ほ か に 選 択 肢

は な いは ず だ し （ 観 念 論 的 理 想 主 義 は 、 野 党 や 新 聞 に は い い だ ろ う が 、 現 実 政 治 に は 用 を な さ な い） 、

構 造 改 革 も いろ いろ 妥 協 し た と は いえ 、 や らな いよ り はま し であ る 。 しか し 、 靖 国 神 社 参 拝 問 題 につ いて

は全 然 同 意 できない。 

新 聞 論 調 は （ 少 な く と も 朝 日 新 聞 に 関 す る 限 り ） 小 泉 の 靖 国 神 社 参 拝 に 批 判 的 で あ る 。 し か し そ の

批 判 の 理 由 につ いて わたし は 同 意 でき ないのである 。 少 な くと も それら はき わめて 浅 は かな 批 判 であると

思 う 。 そ の 批 判 の 理 由 は 第 一 に 、 ナ ン バ ー ･ ワ ン （ 第 一 ） の 人 を 目 指 す の で は な く オ ン リ ー ･ ワ ン （ 唯 一 ）

の 人 に な り た い と い う こ と が 現 代 の 、 と く に 若 者 の 間 で 合 意 さ れ て い る が （ ち な み に 、 こ れ は 何 と か と い う 、



若 者 に 人 気 の あ る ボ ー カ ル ･ グ ル ー プ の 歌 の テ ー マ で あ る よ し ） 、 靖 国 参 拝 や 、 そ れ と 同 一 心 情 に あ る

自 衛 隊 の イ ラ ク 派 遣 は 、 こ の 若 者 の 合 意 に 反 す る と い う も の で あ る 。 も し イ ラ ク で 戦 闘 に ま き こ ま れ 、 そ

れ に よ っ て 戦 死 者 が で た 場 合 、 こ の 歌 の よ う な 、 人 の 命 は そ れ ぞ れ 「 唯 一 の も の 」 と し て 大 事 で あ り 、 掛

け替 えのな いものだと いう 生 き方 に応 えられ まいという ものである。第 二 に 、 中 国 や 韓 国 の 反 対 を排 し て

まで靖 国 参 拝 を強 行 する 利 点 はない、 とするものである。 

そ れ ぞ れ 尤 も な 理 由 だ が 、 理 由 と し て は あ ま い し 、 外 国 に ど う 見 え る か な ど と い う 理 由 は 打 算 的 で も

ある。も っと も深 刻 な 理 由 は 、 最 高 の 公 人 である 内 閣 総 理 大 臣 ･ 小 泉 純 一 郎 とし て 一 宗 教 法 人 である

靖 国 神 社 に参 拝 する ことは、 憲 法 違 反 で あるという ことがある 。この ことを 根 拠 にして 批 判 して いる論 調

は ほ と ん ど な い 。 あ っ た と し て も 極 め て 弱 い 。 し か し こ れ こ そ が 最 も 重 要 で は な か ろ う か 。 も ち ろ ん 憲 法 は

不 磨 の 大 典 では なく 、 改 正 さ れ ても いいだ ろうが 、そ の 場 合 でも 「信 教 の 自 由 」 は 確 保 されて いな けれ ば



なら な いと わ た し は 思 う 。 これ は 人 間 の 思 考 が 、 宗 教 も 含 め て イ デ オ ロ ギ ー 化 し 、 人 間 を 圧 殺 す る こと が

ないため に 、 歴 史 上 累 々と し た 悲 劇 を 通 し て 人 類 が 学 ん だ 教 訓 であ る。 その ことに 、 内 閣 総 理 大 臣 と し

ての小 泉 の靖 国 参 拝 は抵 触 する。 

 

ト レ ル チ と い う 神 学 者 が い る 。 ト レ ル チ は 一 九 世 紀 か ら 二 〇 世 紀 に か け て (1865 -19 23 ) 活 躍 し た 宗

教 史 学 者 で あ る 。 そ し て 宗 教 史 学 的 に いろ いろ な 宗 教 を 比 較 す る 比 較 宗 教 学 の 手 法 に よ っ て 、 キ リ ス

ト 教 、 佛 教 、 イ ス ラ ム 教 と い う よ う な 諸 宗 教 を 比 較 し 、 そ れ に よ っ て キ リ ス ト 教 の 絶 対 性 ・ 独 一 性 を 証 明

し よ う と し た 。 し か し 比 較 宗 教 学 と い う 方 法 に よ っ て は 、 あ る 宗 教 の 絶 対 性 を 証 明 す る こ と は で き な い と

い う 結 論 に 達 す る 。 と こ ろ が 信 仰 と は 人 間 に と っ て 生 き る か 死 ぬ か の 問 題 で あ り 、 し た が っ て 宗 教 と い う

も の は 、 ど の 宗 教 で あ れ 、 排 他 的 に 絶 対 性 を 主 張 す る も の で あ る 。 小 泉 の 神 道 信 仰 も 、 そ れ が ど れ ほ



ど 真 面 目 な 動 機 の も の で あ る か ど う か は 別 と し て 、 こ の 宗 教 の 排 他 性 か ら 導 き だ さ れ る も の で あ る は ず

で あ る 。 政 治 的 判 断 を 別 に す れ ば 、 そ れ が 靖 国 参 拝 に 固 執 す る 理 由 で あ ろ う 。 し か し 一 方 、 そ の こ と は

どの 宗 教 にも 認 め ら れ る べ きも の であ る 。 ここに は 排 他 的 絶 対 性 を 持 つ べ き 複 数 の 宗 教 同 士 の 共 存 と

い う 矛 盾 が あ る わ け だ 。 「 信 教 の 自 由 」 の 原 則 と は こ の 矛 盾 の 上 に 立 っ て い る 。 そ の 原 則 が 崩 れ る と 、

互 い に 排 他 的 絶 対 性 を 主 張 す る 宗 教 同 士 の せ め ぎ 合 い に な る 。 そ れ が 宗 教 戦 争 だ 。 し か し ま た 、 宗

教 の 排 他 的 絶 対 性 の 要 求 を は ず し て 、 信 仰 と は 人 間 の 思 い 込 み に す ぎ ず 、 も と も と 相 対 的 な も の だ と

いいうことになると、それはそもそも宗 教 そ のものの否 定 になる。 

そ う い う 状 況 に 直 面 し て ､ ト レ ル チ は 死 後 出 版 さ れ た 最 晩 年 の 著 述 『 歴 史 主 義 と そ の 克 服 』 ( De r  

H i s t o r i smus  u n d  s e i n e  Ube rw i n du n g ,  1 9 24 ,  大 坪 重 明 訳 、 一 九 五 六 年 )の 中 で次 のように言 って い

る 。 「 神 の 生 命 は 、 わ れ わ れ 地 上 の 人 間 の 経 験 で は 『 一 つ の も の 』 で は な く 『 多 く の も の 』 な の で す 。 そ し



て 『 多 く の も の 』 の 中 に ひ そ む 『 一 つ の も の 』 を 予 感 す る こ と 、 こ れ が 愛 と い う も の の 本 質 な の で あ り ま す 」

( 一 三 一 頁 ) 。 こ の 「 一 つ の も の 」 と は 一 つ の 宗 教 で 世 界 を 統 一 す る と い う こ と で は な い 。 も し そ の 場 合 は

宗 教 的 帝 国 主 義 に なる。キリ スト教 も 最 近 まで そう であった。 真 正 な 宗 教 は キリス ト教 しかな く、キリス ト

教 に よ っ て 世 界 を 支 配 し よ う と し た 。 し か し そ の こ と を 認 め 難 く し た の が 宗 教 史 学 の 結 論 で あ っ た 。 だ か

ら「一 つの もの」とは 多 くの 宗 教 がありなが ら、 その 多 くの 宗 教 の 中 に「 予 感 」されるも の だ。 そ して それ が

「 愛 と い う も の の 本 質 な の で あ り ま す 」 と ト レ ル チ は 言 う の で あ る 。 愛 と は そ う い う 規 模 の も の で あ る ら し い 。

そういう愛 の感 覚 が 小 泉 の靖 国 神 社 参 拝 にはないのが気 になる。 

ま た こ う い う 事 情 も あ る 。 井 上 洋 治 と 安 岡 章 太 郎 の 共 著 『 我 等 な ぜ キ リ ス ト 教 徒 と な り し 乎 』 （ 一 九

九 九 年 ） は 、 安 岡 の 入 信 を め ぐ っ て い ろ い ろ 面 白 い こ と が 書 い て あ る が 、 そ の 中 に 安 岡 が 遠 藤 周 作 の

若 い こ ろ の 作 品 『 ル ー ア ン の 丘 』 に つ い て 次 の よ う な こ と を 書 い て い る と こ ろ が あ る 。 安 岡 に よ る と 、 こ の



小 説 の 内 容 は 全 部 遠 藤 の 「 体 験 」 で あ ろ う が 、 体 験 が そ の ま ま 書 い て あ る の で は な く 、 そ の 体 験 を し ぼ

り あ げ て 「 経 験 」 に し て い る と 。 体 験 は 経 験 で は な い 。 そ し て 体 験 を 搾 り あ げ て 経 験 に す る そ の す ご い 握

力 に 感 動 し た と 安 岡 は 言 っ て い る 。 そ し て 次 の よ う に 言 う 。 「 す ご い 力 で す 。 そ の 握 力 の も と に な っ て いる

のは、やはり究 極 的 には愛 なんでしょうね」（同 書 、 四 八 頁 ）。 

愛 は 体 験 を 経 験 に す る 力 だ と いうの であ る 。 尤 も この 体 験 と 経 験 の 違 い はド イ ツ 語 には あ る。 体 験 が

エ ア レ ー プ ニ ス 、 経 験 が エ ア フ ァ ー ル ン グ で 、 経 験 は 体 験 が 自 覚 化 さ れ 概 念 化 さ れ た も の で あ り 、 体 験

は 経 験 に な る 以 前 の 現 実 そ の も の で あ る 。 そ し て 信 仰 は 体 験 に 基 づ か な け れ ば な ら ぬ 、 と い い う よ う な

使 わ れ 方 をす る 。 実 存 主 義 的 神 学 で そ の ことが 細 か く 論 じ ら れ た 。 そ し て 体 験 を 小 説 と し て 人 々 に 分 か

る よ う に し 、 言 い 換 え れ ば 経 験 に し て 人 々 の 共 有 財 産 に す る の が 「 究 極 的 に は 愛 な ん で し ょ う ね 」 と 、 安

岡 は 言 う の であ る 。 そ の 経 過 は 人 々 に 関 わろ う と す る 際 の 必 然 で あ り 、 そ れ が「 究 極 的 に は 愛 だ 」 、 と 言



う。つまりここでも、愛 は博 愛 とか アガペーと かエロースというような倫 理 条 項 であることをやめて、 人 々の

あり方 その ものの構 造 的 なものになっている。 

 

少 し 話 が 理 屈 っ ぽ く な っ た が 、 要 す る に 愛 は 、 人 間 が 関 係 存 在 で あ る こ と か ら の 構 造 的 必 然 性 だ と

いう こと で あろう。 関 係 存 在 と は、 自 分 が 自 分 であ る ためには 他 の 人 が 必 要 だ という こと だ 。 そ れは 人 間

の 存 在 構 造 に 根 ざ し て い る 。 そ の 構 造 が 愛 な の だ 。 ト レ ル チ の よ う に 宗 教 の 排 他 的 絶 対 性 を 持 ち 出 す

ま で も な く 、 わ た し た ち の 生 は 掛 け 替 え が な い 。 そ れ こ そ オ ン リ ー ･ ワ ン で あ る 。 し か し そ の こ と は 、 隣 人 あ

っ て の こ と で あ り 、 隣 人 に し て も そ れ は お な じ で あ る 。 そ の こ と を 可 能 に す る 「 一 つ の も の 」 が 愛 だ と 言 う 。

そ の 「 一 つ の も の 」 を 、 わ た し た ち は 手 に と る こ と は で き な い。 手 に と る こ と が で き る よ う に な も の は ､ 愛 に つ

い て の イ デ オ ロ ギ ー で あ る 。 そ し て そ の 愛 を 理 由 に し て 、 そ の イ デ オ ロ ギ ー を 認 め な い 人 を 憎 ん だ り 、 戦



争 をしたり する。これ は愛 を 理 由 にした 争 いであり、史 上 ほとん どの 宗 教 戦 争 の 実 情 であった 。またはせ

い ぜ い 博 愛 主 義 に な っ た り 、 祖 国 愛 に な っ た り （ 靖 国 神 社 の よ う な ） 、 ア ガ ペ ー と エ ロ ー ス の よ う な 、 し た

り 顔 の 分 別 知 に な っ た り す る 。 も と も と 博 愛 主 義 や 祖 国 愛 が 健 全 で あ る た め に は 、 そ れ ら の 愛 が 、 人 間

の 構 造 と し て の 愛 を ｢ 予 感 ｣ し て い る と き で あ ろ う 。 こ の 一 年 も 、 本 当 の 愛 を 求 め て 生 き て 行 き た い と 思

う。 
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