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わ た し た ち は 一 口 に 、 イ エ ス ･ キ リ ス ト の よ っ て 神 を 信 ず る と 言 う が 、 そ の こ と が ど う い う こ と で あ る か 、

実 際 に は分 かっ て いるとは言 え な い。ヨハ ネによる 福 音 書 一 四 章 六 節 で は、「イエス の 行 く 道 が 分 か

らない」というトマス の問 いに 対 して、イエスは自 分 のことを「わたしは道 であり、 真 理 であり、命 である 」

という三 対 句 で答 えている。一 方 、西 洋 近 代 の人 間 観 として、真 ・善 ・ 美 がある。これは、実 際 は W・

ヴ ィン デ ル バ ント (184 8-191 5 ) が 自 覚 的 に 言 い 出 し た こと ら しいが、 しか し真 ・ 善 ・ 美 に 対 応 して 人 間

の 精 神 活 動 に は知 ・ 意 ・ 情 があ り、そ れぞ れ 独 立 した 精 神 の 領 域 だが 、それが 統 一 さ れて 人 間 を 形

成 し て い る と い う 理 解 は 、 特 に 近 代 以 降 、 一 般 的 に 受 け 入 れ ら れ て い る と い え る だ ろ う 。 わ た し が 中



学 生 の こ ろ ( 今 の 高 校 生 ) 習 っ た 公 民 の 時 間 に も 、 そ ん な こ と を 話 さ れ た 記 憶 が あ る 。 し か し イ エ ス の

三 対 句 と こ の 西 欧 近 代 の 三 対 句 を 眺 め て い る と 、 一 つ の 疑 問 が わ い て く る 。 そ れ は 真 と 真 理 、 善 と

道 が 平 行 して いるの はよいと して、 美 と 命 は、そもそ も平 行 する という 性 格 のものかという 疑 問 である。

も と も と 美 や 命 は 、 右 の そ れ ぞ れ の 三 対 句 と 同 一 平 面 に あ っ て 真 や 善 に 対 向 す る 概 念 で は な い の

で は な い か 。 真 は 誤 と 区 別 さ れ 、 善 は 悪 と 区 別 さ れ る 。 そ れ ら は い わ ば 分 別 知 で 理 解 で き る が 、 し か

し命 や 美 は、真 や善 のような分 別 知 を 超 えたものではないか 、と思 う。 

も ち ろ ん 、 美 や 情 に 関 し て 言 え ば 、 真 ・ 善 ・ 美 、 知 ・ 意 ・ 情 と 同 一 平 面 上 に あ り 、 真 や 善 に 対 向 し

た 美 、 知 や 意 に 対 向 した 情 も あ る 。 こ れ は いろ いろ でな と こ ろ 書 いた こ と が あ る が 、 啓 蒙 主 義 の ロ マ ン

ティシズムとはそういうものであ った。そして真 や 善 にとらわれていると、人 間 の 情 の 面 が 閑 却 され、全

体 としての 人 間 性 は失 われる。このように真 や 善 に とらわれた啓 蒙 主 義 的 合 理 主 義 の 哲 学 は「死 の



哲 学 だ 」 と 啓 蒙 主 義 の ロ マ ン テ ィ シ ズ ム は 主 張 し た 。 コ ウ ル リ ッ ジ や ヘ ル ダ ー 、 ゲ ー テ な ど の ロ マ ン 主

義 がその種 類 のものである。だからこのロマンティシズムは否 定 原 理 に 立 つ 面 があると言 えるだろう。 

し か し マ ン テ ィ シ ズ ム に は こ の よ う な 否 定 原 理 の 上 に た っ た ロ マ ン テ ィ シ ズ ム で は な く て、 も う 一 つ の

ロ マ ン テ ィ シ ズ ム が あ る と わ た し は 思 う 。 わ た し は そ れ を 便 宜 上 、 ネ オ ･ ロ マ ン テ ィ シ ズ ム と 呼 ん で い る 。

パ ウ ル ･ テ ィ リ ッ ヒ は こ の ロ マ ン テ ィ シ ズ ム を 一 四 世 紀 の ニ コ ラ ス ・ ク ザ ー ヌ ス に ま で 遡 ら せ て い る 。 ク ザ

ーヌスは「対 立 の 一 致 」( co i n c i d e n t i a  o p po s i t o r um )で有 名 だろう。「対 立 の 一 致 」とは、そもそも物

事 の 対 立 が あ る た め に は 、 そ の 対 立 す る 両 項 を と も に 含 ん だ 一 致 の 場 が な け れ ば な ら な い と い う 主

張 である。たとえば 神 と人 間 の 対 立 の 場 合 、その 両 者 をともに持 った 事 態 があるか らこそ神 と 人 間 の

対 立 はあ りうる の であ り、だ か ら、 その 一 致 の 事 態 は な けれ ばな ら な いと いう。そ れ はクザ ー ヌス の 言 い

方 によ れ ば 、 い わ ば 「 神 を 超 え た 神 」 で あ り 、 そ も そ も 、 ｢ 神 を 超 えた 神 ｣ が あ る か ら こ そ 、 神 と 人 間 も 対



立 関 係 に あ り う る と 言 う 。 対 立 が あ り う る た めに は 、 対 立 者 同 士 が 、 お 互 い を 対 立 の 相 手 と し て 必 要

と し て い る の だ と も 言 え る 。 そ の 相 互 性 の 成 立 す る 場 が 対 立 の 一 致 で あ る 。 そ し て こ れ は 合 理 主 義

的 分 別 知 に よ っ て 説 明 で き る こ と で は な い と い う 意 味 で 、 情 的 な も の 、 ロ マ ン テ ィ シ ズ ム 的 な も の で あ

ると 言 う。 ティリッ ヒが ロマンテ ィ シズムの 淵 源 をク ザー ヌスにま で 遡 らせるの もこの意 味 であろう。 もう一

つ の ロ マ ン テ ィ シ ズ ム 、 ネ オ･ ロ マ ン テ ィ シ ズ ム と いう の は、 こ の 「 神 を 超 え た 神 」 に 対 す る か か わ り の こ と

で あ る 。 そ れ に 関 わ る の は 情 的 作 業 で あ り 、 そ れ を こ の 説 教 の 標 題 に し た よ う な 「 美 的 宗 教 」 と 呼 ぶ

のである。 

 

西 田 幾 多 郎 の 絶 対 矛 盾 的 自 己 同 一 と 、 こ のク ザ ー ヌス の 「 対 立 の 一 致 」の 符 合 は しば しば 指 摘

さ れ て い る 。 真 や 善 に 対 向 し た 情 と し て の 、 啓 蒙 主 義 に 反 対 し た 意 味 で の ロ マ ン テ ィ シ ズ ム は 、 い か



に も そ れ は 分 別 知 で は な い が 、 し か し 情 緒 の 対 象 と し て 神 を 前 提 し て い る と い う 意 味 で 、 そ れ は な お 、

対 象 論 理 的 水 準 を 抜 け き っ て い な い 。 そ れ に 対 し て こ の ネ オ ・ ロ マ ン テ ィ シ ズ ム は 、 真 ･ 善 ･ 美 と い う

平 面 そ の も の を 超 脱 し 、 知 的 作 業 に し て も 情 的 作 業 に し て も 、 対 象 論 理 が 届 か な い と 言 う 意 味 で

美 的 な の であ る 。 実 際 、 西 田 は、 知 ･ 情 ・ 意 の 区 別 を の り こ えた 、 そ れ ら を 一 に し た 独 立 自 全 の 実 在

は、 主 観 ― 客 観 構 図 で捉 え られ るよう な「 対 象 」 ではな く、普 通 に 考 えら れ るよ うな 知 の 対 象 ではなく

て 情 の 問 題 で あ る と い う 。 そ れ は 「 我 々 の 情 意 よ り 成 り 立 っ た も の で あ る 。 ・ ・ ・ も し こ の 現 実 界 か ら

我 々 の 情 意 を 除 き 去 っ た な ら ば 、 も は や 具 体 的 な 事 実 で は な く 、 単 に 抽 象 的 概 念 に な る 」 と 『 善 の

研 究 』 の 中 で 言 っ て い る 。 そ し て そ れ に 続 け て こ う も 言 う 。 「 こ の 点 よ り 見 て 学 者 よ り 芸 術 家 の ほ う が 、

実 在 の 真 実 に 達 し て い る 。 」 わ た し が ネ オ ・ ロ マ ン テ ィ シ ズ ム の 情 緒 性 と い う の は 、 こ の よ う な 、 主 観 ―

客 観 構 図 を こ えた 、 知 ・ 情 ・ 意 を 一 に した よ う な 次 元 に 対 す る 接 近 の 方 法 と して の 情 緒 性 の こ と であ



る。 

も ち ろ ん ロ マ ン テ ィ シ ズ ム と ネ オ ・ ロ マ ン テ ィ シ ズ ム に 、 同 じ 情 緒 性 と い う 言 葉 を 使 う の は 混 同 さ れ や

す い 。 話 が 混 乱 す る の で 思 想 家 の 名 前 を 挙 げ る の は な る べ く 避 け た い が 、 『 宗 教 論 』 ( 岩 波 文 庫 ) で

有 名 な シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー も 基 本 的 に 同 じ こ と を 言 っ て い る 。 シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー は 信 仰 を 「 絶 対

依 存 感 情 」 で あ る と し 、 神 を そ の 感 情 の 「 由 来 」 で あ る と し た 。 こ の 「 絶 対 」 と は 言 語 的 に は 「 単 純 率

直 な 」 と 言 う く ら い の 意 味 で あ り 、 そ の 単 純 率 直 な 感 情 に よ っ て 、 い わ ば ｢ 神 を 超 え た 神 ｣ （ ク ザ ー ヌ ス

の言 葉 を 使 うとして） を感 得 す るのが信 仰 であると 言 う。しか しこの感 情 と言 う 語 が 、著 名 な 神 学 者 を

含 め て 、 ロ マ ン テ ィ シ ズ ム （ ネ オ ・ ロ マ ン テ ィ シ ズ ム で は な い ） の 単 な る 情 緒 と 誤 解 さ れ る こ と が し ば し ば

あ っ た 。 だ か ら あ る 学 者 は 、 シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ― の ｢ 感 情 ｣ は 「 感 情 」 で は な く て 「 経 験 」 と 訳 し た ほ う

が 適 切 だ と 言 っ て い る く ら い で あ る 。 そ の 他 に も こ の 趣 旨 に 賛 成 す る 学 者 は 多 い 。 し か し 要 す る に わ



た し た ち が 美 的 信 仰 と 言 う 場 合 、 そ の 美 は 知 ・ 意 に 対 向 し た 単 な る 情 緒 で は な い。 そ れ は 、 そ こ でこ

そ 近 代 主 義 的 科 学 主 義 、 主 観 ― 客 観 構 図 に よ る 分 別 知 を 超 え る も の で あ り、 こ の よ う な 美 的 宗 教

こそが、宗 教 の本 意 ではないか ということである。 

 

こ の よ う な 美 的 宗 教 は 抽 象 的 な 宗 教 哲 学 で は な い 。 そ れ は わ た し た ち の 具 体 的 な 生 活 に 関 わ っ

て い る 。 武 藤 一 雄 博 士 は ホ モ ・ ロ ゴ ス と い う こ と を 言 っ た 。 わ た し た ち は 毎 日 対 話 し な が ら 暮 ら し て い

る が 、 対 話 （ダ イア ロ ー グ） と は対 話 の 両 当 事 者 が 、 相 互 に ち がっ た も の と して あ り 、 そ れ に も か か わら

ず お 互 い が 対 話 で き る の は 、 そ こ に 対 話 の 「 場 」 と し て の 、 両 当 事 者 を 含 ん だ 、 ホ モ ・ ロ ゴ ス が あ る か

ら 対 話 が 成 り 立 つ 。 自 覚 的 で あ る と 否 と を 問 わず 、 わた した ち の 毎 日 の 対 話 と は、 こ の ホ モ・ ロ ゴ ス が

あ る か ら こ そ 成 り 立 っ て い る 。 こ れ は 右 に 述 べ た ク ザ ー ヌ ス の 「 対 立 の 一 致 」 と か 西 田 の 絶 対 矛 盾 的



自 己 同 一 の 場 と 実 質 的 に は同 じ 理 解 であ る。ホ モ・ ロ ゴ ス はそ れ ぞ れ のロ ゴ スを 止 揚 した 、 第 三 の ロ

ゴ ス で は な い 。 そ う 考 え る の が 近 代 的 合 理 主 義 の 科 学 主 義 で あ る 。 そ れ は 対 話 の 双 方 が 、 互 い に

違 っ た そ れ ぞ れ であ り な が ら 、 そ の 相 違 の ま ま でそ の 対 話 を 可 能 に す る 「 全 体 性 」 であ る 。 そ れ は「 無

きが如 くに有 る」(武 藤 )ものである。 

ク ザ ー ヌ ス の 「 神 を 超 え た 神 」 は 、 神 で も 人 間 で も な い も の は な い か ら 、 実 質 的 に は 無 で あ る が ( ク

ザ ー ヌ ス 自 身 は 、 そ の 場 を 「 一 致 の 闇 」 と か 「 輝 け る 闇 」 と 呼 ん で い る が ) 、 西 田 哲 学 の 絶 対 矛 盾 的

自 己 同 一 の 場 も 同 じ であ る 。 そ して そ の 全 自 的 実 在 に 触 れ る 道 が 、 西 田 に よ る と 情 意 的 な も の であ

り、それには「学 者 よ りも芸 術 家 のほうが適 応 している 」のであった。 武 藤 は美 的 宗 教 という言 葉 を使

っ て は い な い が 、 「 無 き が ご と く に 有 る 」 ホ モ ・ ロ ゴ ス も 、 知 的 概 念 を こ え た も の と し て 美 的 な も の で あ ろ

う 。 わ た し は 二 年 前 、 『 憧 憬 の 神 学 』 を と い う 本 を 書 い た が 、 基 本 的 な 意 図 は こ の よ う な 意 味 で の 美



的 宗 教 の 探 求 であ る。｢ 無 き がごとくに 有 る｣ ホモ・ロゴス、「 一 致 の 闇 」、絶 対 矛 盾 的 自 己 同 一 の 場 、

を求 めるの は情 緒 的 作 業 であ り、人 間 はる それに 対 する「 憧 憬 なしでは生 きら れな い。しかし憧 憬 以

上 でもありえない」とわたしはその本 に書 いたのであった。 

わ た し は 新 し い 人 と 付 き 合 う 場 合 、 最 初 は そ の 人 と の 関 わ り が 億 劫 で 、 大 概 そ の 人 が 嫌 い で あ る 。

し か し そ の 関 わ り を 重 ね て い く う ち に 、 今 度 は そ の 人 が 好 き に な る の が 通 常 の プ ロ セ ス で あ っ た 。 そ の

こ と を 自 覚 した の は 大 分 前 だ が 、 い ま 振 り 返 っ て 見 る と 、 そ れ はそ の 人 と の 間 に 、 ホ モ・ ロ ゴ ス が 、 ｢ 一

致 の 闇 ｣と して、また は絶 対 矛 盾 的 自 己 同 一 の 場 として、形 成 さ れるこ とに関 係 があるのだと思 う。こ

れ ら は 「 形 成 さ れ る 」 と い え る よ う な 、 実 体 を 持 っ た も の で は な い に し て も 、 し か し 少 な く と も 、 そ れ が 憧

憬 と して、 その人 と の 間 を 埋 めない限 り、 その人 を 好 きにな る ことはな いだろう。そしてそ れが 形 成 され

る 前 、 そ の 人 が 赤 の 他 人 で あ り 、 お 互 い に バ ラ バ ラ な 異 邦 人 で あ る 間 は 、 そ の 人 と の 関 わ り は 不 気



味 なだけで、億 劫 なも のであるためであろう。 

視 野 をひろげて文 明 論 的 に見 ても、分 別 知 による科 学 文 明 の矛 盾 が 露 わになっている現 代 、必

要 な こ と は 、 現 代 人 の 一 人 一 人 が 美 的 宗 教 に 目 覚 め 、 憧 憬 と し て の み あ る ｢ 神 を 超 え た 神 ｣ に よ っ

て生 き 始 めるときではないかと思 われる。 (05305 )  


