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「 コ リ ン ト の 信 徒 へ の 手 紙  一 」 一 章 一 八 ～ 二 五 節 に は 、 人 間 の 知 恵 に は 二 種 類 あ る と 書 い て あ る 。

第 一 は 「 世 の 知 恵 」 つ ま り 「 学 者 、 論 客 の 知 恵 」 で あ り 、 第 二 は 「 十 字 架 の 言 葉 」 に よ る 知 恵 で あ る 。 そ

し て 「 十 字 架 の 言 葉 は 、 滅 ん で い く 者 に と っ て は 愚 か な も の で す が 、 わ た し た ち 救 わ れ る 者 に と っ て は 神

の力 です」 とパウロは 言 う 。パウ ロの 世 の 知 恵 に 対 する 敵 意 は相 当 なも ので、 それ は「学 者 は どこにいる 。

こ の 世 の 論 客 は ど こ に い る 。 神 は 世 の 知 恵 を 愚 か な も の と さ れ た で は な い か 」 と 、 世 の 知 恵 を 舌 鋒 す る

ど く 糾 弾 し て い る こ と か ら も 伺 え る 。 わ た し は 、 い わ ゆ る 学 者 や 論 客 の 「 世 の 知 恵 」 、 つ ま り 現 代 的 用 語



で 言 い 直 せ ば 啓 蒙 主 義 的 ・ 科 学 的 知 も 大 事 だ が 、 そ れ だ け が 知 恵 の 全 体 で あ る と 考 え る と 、 世 の 知

恵 は 歪 み、 パウロの糾 弾 の 通 りになると思 う。世 の 知 恵 は、いつ も十 字 架 の知 恵 と 拮 抗 していなければ

ならぬ。むしろ知 恵 の 基 本 は十 字 架 の知 恵 ではないか、と思 う。 

世 の 知 恵 、 科 学 的 知 は 、 正 ・ 誤 、 善 ・ 悪 な ど の 区 別 を 原 理 と し た 知 恵 で あ り 、 し た が っ て そ の 知 恵 は

す ぐ に 白 黒 の 決 着 が つ く よ う で あ り な が ら 、 実 際 は そ う で は な い の で あ る 。 以 前 、 フ ァ ジ ー 理 論 の 本 を 何

冊 か 読 ん だことがあ る。ファジ ーつまり「曖 昧 な、は っきりしない」は、クリ スプつまり「 境 界 の 明 確 な」 の 対

義 語 で あ る 。 そ して こ のフ ァ ジ ー 論 は コン ピ ュ ー タの 制 御 理 論 の 研 究 者 で ある ザ デ ー と いう 人 が 唱 え だ し

た 理 論 だ そ う で 、 ク リ ス プ な 論 理 の 典 型 で あ る よう な コ ン ピ ュ ー タ で さえ 、 一 つ の 結 果 の 原 因 を ど こ ま で も

辿 っ て い く と 、 そ れ は き り が な く な り 、 制 御 不 能 に な る 。 だ か ら 現 実 に は 、 正 確 だ と 思 わ れ る 値 を 適 当 に

仮 定 し て こそ 、 制 御 は 可 能 に な る と いう ので ある 。 そ の 意 味 で 、 コ ンピ ュ ー タ の 制 御 理 論 は 、 ファ ジ ーな 、



曖 昧 な 知 恵 の 上 に 乗 っ て い る の だ と い う 。 こ れ は そ の 例 に な る か どう か し ら な い が 、 わ た し は コ ン ピ ュ ー タ

に も 個 性 が あ ると い う こ と が 少 し 分 か っ た 。 娘 の コ ン ピ ュ ー タ と わ た し の コ ン ピ ュ ー タ は 個 性 が 違 う よう だ 。

電 子 機 械 だ か ら 、 応 え は 一 瞬 の 内 に で る の か と 思 っ て い た ら 、 ど う も そ う で は な い の で あ る 。 わ た し た ち

の 日 常 生 活 で も、 あ る 事 柄 の 原 因 を どこ まで も 辿 っ て いく と 、 始 末 が つ かな く なり 、 原 因 そ の も のの 意 味

が 拡 散 し て し ま う よ う な こ と は よ く あ る 。 た と え ば わ た し が 何 か の 会 合 に 遅 れ た と い う 場 合 、 そ の 遅 刻 の

原 因 は 電 車 が 遅 れ た か ら で 、 電 車 が 遅 れ た の は そ の 電 車 が 車 と 衝 突 し た か ら で 、 そ れ は 車 の 運 転 者

の 飲 酒 運 転 が 原 因 で 、 そ の 理 由 は 前 夜 宴 会 が あ っ た か ら 。 そ し て そ の 宴 会 は あ る 人 の 送 別 会 が あ っ

た か ら で 、 そ の 送 別 会 は そ の 会 社 が 不 況 に な っ た か ら で ・ ・ ・ と い う 具 合 で あ る 。 し か し そ の 会 社 の 不 況

が 、 わ た し の 遅 刻 の 原 因 に な る の か 。 こ れ は 「 風 が 吹 け ば 桶 屋 が 儲 か る 」 式 の 話 に な ろ う 。 会 合 へ の 遅

刻 というよ うな単 純 な 事 態 も、そ の原 因 を 辿 っていく と曖 昧 な 事 態 になってしまうのである。 



 し か し よ り 原 理 的 に は 、 客 観 的 知 は 、 実 は 主 観 的 で あ る と いう こ と が あ る 。 わ た し た ち が 人 か ら 評 価 を

受 ける 場 合 、 その 評 価 に 満 足 することは まずないが、それは 客 観 的 評 価 というものが、実 は 主 観 的 なも

の だ か ら だ 。 自 分 に 対 す る 客 観 的 な 評 価 で も 、 前 か ら 見 ら れ た 場 合 と 、 後 ろ か ら 見 ら れ た 場 合 、 ま た 横

から 見 ら れ た 場 合 で は 、 そ れが 客 観 的 評 価 で あり な がら 、 そ の 内 容 は そ れ ぞれ 違 う 。 客 観 性 と は 、 実 は

主 観 に 対 応 し た も の な の で あ る 。 主 観 の な い客 観 と い う も の は な い。 客 観 性 と は 中 空 に 浮 か ん で い る わ

けではな い。わた した ちが 友 人 の 子 供 の 写 真 などを 見 せられて 困 惑 する ことがしばし ばあるのも 、そ の 写

真 は ま さ に そ の 子 供 の ― ― 大 概 の 場 合 可 愛 い ― ― 客 観 的 映 像 で あ り な が ら 、 親 と わ た し で は 、 そ の 子

供 に 対 す る 主 観 的 関 わ り が 違 っ て い る か ら で あ る 。 「 可 愛 い だ ろ う 」 と そ の 子 供 に 対 す る 親 の 感 動 を 押

し 付 け ら れ る と 、 他 人 で あ る わ た し は 迷 惑 す る 。 客 観 性 は 、 そ れ が 主 観 に 対 応 し た も の だ と いう こ と を 離

れ て 一 人 歩 き を は じ め る と 、 独 断 に な る の で あ る 。 そ の 場 合 、 主 観 ― 客 観 と い う 、 主 観 を 中 心 に し た 仮



構 の 構 図 は 、 仮 構 で は な く て 虚 構 に な る 。 客 観 的 事 実 も 、 主 観 性 と いう 曖 昧 な 事 態 に よ っ て 客 観 性 で

あるのだ。 科 学 的 知 はクリスプに白 黒 が 分 けられる ような、すぐに決 着 の つくものではないのである。 

 

 それ に 対 して「 十 字 架 の 言 葉 」 とは 何 か 。 二 章 に は「 わたし たち が 語 るの は 、 隠 され て いた 、 神 秘 として

の 神 の 知 恵 で あ り 、 神 が わ た し た ち に 栄 光 を 与 え る た め に 、 世 界 の 始 ま る 前 か ら 定 め て お ら れ た も の で

す 」 と あ る （ 二 章 七 節 ） 。 神 の 言 葉 は 神 秘 で あ り 、 世 界 の 始 ま る 前 か ら あ る 、 そ の 意 味 で 人 間 に よ る 認

識 を 超 え た 、 認 識 にと っては 曖 昧 なもの だと 言 うので あ る。 そ して それ が「 信 仰 に 成 熟 した 人 た ち の 知 恵

だ」という。 その神 秘 の知 恵 とは どのような知 恵 か。 

こ れ は 認 識 を 超 え た 神 秘 だ か ら 、 論 理 的 に 説 明 す る こ と は 難 し い だ ろ う 。 し か し 少 な く と も そ れ は 、 学

者 ・ 論 客 の 知 恵 を 一 度 否 定 し た と ころに 実 現 す る 知 恵 で は なか ろう か 。 教 会 に 集 まっ て いる 以 上 、 わ た



し た ち は み な 信 仰 を 持 ち た い 。 し か し 不 信 仰 と ク リ ス プ に 境 界 を 分 け た 信 仰 は 、 わ た し た ち は 持 て な い 。

と いう よ り も 、 そ れ は む し ろ 本 当 の 信 仰 と は い え な い の で は な い か と わ た し は 思 う 。 以 前 、 椎 名 麟 三 氏 が 、

信 仰 に は 信 じ ら れ な い と い う こ と が 含 ま れ て い る の だ 、 と い う こ と を 言 っ た こ と が あ る 。 そ れ を 聞 い た と き 、

わ た し は わ が 意 を 得 た よ う な 、 安 堵 し た 気 分 が し た 。 そ れ と い う の は 、 そ も そ も 信 仰 と いう 事 態 が あ り う る

た め に は 、 光 は 影 を 伴 わ な け れ ば 光 で は な い よ う に 、 不 信 仰 と い う 事 態 が 裏 側 に な け れ ば あ り え な い の

であ る 。 し か し この ことを 別 様 に 言 え ば 、 信 仰 と いう 事 態 は 、 光 が 影 を 伴 っ て 光 で あ りう る よう に 、 常 に 不

信 仰 を 伴 い 、 不 信 仰 を 必 要 と し て い る と い う こ と で も あ る 。 椎 名 氏 は そ れ を 、 「 信 じ ら れ な い と い う こ と の

復 権 」 と 言 っ た 。 信 仰 と 不 信 仰 は い わ ば 二 重 性 の 現 実 で あ り 、 決 し て 信 仰 は 不 信 仰 と ク リ ス プ に 分 け

られた 事 態 ではな いの である 。む しろ、 それ こそが 信 仰 である 。ル ターが「 罪 人 にして 同 時 に 義 人 」 と 言 っ

た の も 、 不 信 仰 と い う 最 大 の 罪 は 、 同 時 に 義 、 つ ま り 信 仰 で あ る 、 と 言 っ た の で は な い か 。 し か し 信 仰 で



も 不 信 仰 で も な い も の は な い か ら 、 こ の 二 重 性 と は 、 曖 昧 な 、 神 秘 と し か 言 い よ う の な い も の で は な い か 。

そしてこの二 重 性 は、 禅 的 な即 非 の事 情 と通 じ合 っ ていると言 ってもよいだろう。 

 パ ウ ロ が こ こ で 言 う 「 十 字 架 の 言 葉 」 に 関 し て 、 ケ ノ ー シ ス と い う こ と が 言 わ れ る こ と が あ る （ フ ィ リ ピ の

信 徒 へ の 手 紙 、 二 章 七 節 ） 。 イエス は 神 の 子 であり ながら 僕 の 姿 をとり 、 神 の 子 と し ての 自 己 を 空 し く し

（ ケ ノ ー シ ス し ） 、 十 字 架 の 上 で 神 に 見 捨 て ら れ て 死 ん だ 。 し か し そ の こ と に よ っ て 、 逆 に 自 分 が 神 の 子

で あ る こ と を 証 明 し た と い う 。 「 十 字 架 の 言 葉 」 と は こ の よ う に 、 神 の 子 と し て の 自 己 を 空 し く す る こ と と 、

そ れ に よ っ て 神 の 子 と し て の 自 己 を 啓 示 す る こ と と の 、 二 重 性 の 言 葉 だ と わ た し は 思 う 。 そ れ が 神 秘 の

言 葉 で は な いか 。 そ れは 本 性 ファ ジー な 言 葉 で 、 少 なく と もクリ ス プな 言 葉 では な い。 そ のひ そ み になら っ

て 言 え ば 、 学 者 ・ 論 客 の 「 こ の 世 の 知 恵 」 は 、 そ れ が 一 度 否 定 さ れ る こ と に よ っ て 、 逆 に 本 当 の 真 実 が

到 来 す る よ うなも ので はな いか。 むしろ その ような 、 否 定 を 通 過 し た 肯 定 と いう 二 重 性 の 神 秘 に 立 つと き



に 、 学 者 ・ 論 客 の 言 葉 は 、 人 間 の 言 葉 と し て の 自 分 の 分 限 を 弁 え 、 虚 構 に 転 落 す る こ と な く 、 科 学 的

真 理 を表 わすのではないか。写 真 はたしか にその人 の面 影 を写 し とっている ように、である。 

 真 実 は 、 言 葉 と く に 学 問 的 ・ 客 観 的 言 葉 に なっ て しま って は 、 そ の 言 葉 そ のも のに よっ て 隠 蔽 され て し

ま う こ と が あ る 。 禅 で 言 う 「 不 立 文 字 ・ 教 外 別 伝 」 で あ り 、 ま た 聖 書 で 言 う 「 文 字 は 殺 し 、 霊 は 生 か す 」

（ コリ ン ト 二 、 三 章 六 節 ） で あ る 。 こ れ は ハ イ デ ッ ガ ー を 初 め と す る 現 代 の 言 語 論 の 基 本 的 了 解 で も あ る 。

だ か ら 「 十 字 架 の 言 葉 の 神 秘 」 も 、 人 間 の ク リ ス プな 言 葉 に は 盛 り き れ な い 。 し か し そ れ が そ も そ も 人 間

の 言 葉 、 人 間 の 現 実 で は な か ろ う か 。 人 間 は そ の 深 層 で 、 い わ ば 「 前 言 葉 的 」 (p r e v e r b a l ) 知 恵 に よ っ

て生 きている。それに対 して学 者 ・論 客 の 言 葉 は「後 言 葉 的 」(p os t ve r b a l )知 恵 であると言 えようか。 

この こ と の 意 味 は 、 こ の 十 字 架 の 神 秘 は 、 論 じ 合 い、 認 識 し あ う 問 題 で は な く 、 生 き る 問 題 だ 、 と いう

こ と だ 。 言 い 換 え れ ば 、 そ れ は 互 い に 関 わ り 合 い な が ら 生 き て い く 愛 の 問 題 、 愛 し 合 う 問 題 で あ る と い う



ことだ。人 間 は 縁 起 の世 界 に生 きている 、と言 い換 えてもよい。「世 界 の 始 まる前 か ら定 められている知

恵 」 と は 、 「 後 言 葉 」 に よ る 学 問 的 知 恵 の 生 ま れ る 前 か ら 、 人 間 の 現 実 そ の も の と し て あ る 知 恵 と いう こ

とであろう。 それが「十 字 架 の知 恵 」だとパウロは言 っ ているのだと思 う。(04303 )  


