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 マ タ イ に よる 福 音書一 六 章二四 ～ 二五節 、および そ のマル コ 、ルカ の 並行記 事 には、イ

エ ス に 従 い た い も の は 自 分 の 命 を 捨 て て 従 う べ き で あ る こ と が 説 か れ て い る 。「 自 分 の 命

を救い た いと思 う 者は、そ れを失 う が、わ た しのた め に命を 失 う者は 、それを 得 る」と（ 二

五節 ）。マ ルコの 並 行記事 で は、「 わた しのた め に」に加 えて「福 音のた め に」とい う文 字

も見え る 。しか し よく考 え てみる と 、何か の ために 自 分の命 を 捨てる と いうこ と 、まし て

自分の 命 を本来 的 に得る た めに当 面 の命を 捨 てると い うこと は 、本当 の 意味で 命 を捨て る

と い う と で は な い の で は な い か と 思 う 。 殉 教 者 は 、 本 当 に 自 分 の 命 を 捨 て た の だ ろ う か 。



むしろ 殉 教の死 は 、自分 の 本来的 命 を、そ の 殉教に よ って得 る ための も のであ り 、それ は

結局、自 分の主 張 にほか な らない の ではな か ろうか 。わたし た ちの年 代 の者は 、こうい う

話にな る と、す ぐ に戦時 中 の特攻 隊 のこと を 思い出 す 。彼ら は 、少な く ともそ の 初期の 純

粋 な 動 機 の 時 に は （ 後 に な る と 、 特 攻 隊 出 願 は 半 強 制 的 に な っ た ら し い が ）、 敵 艦 に 体 当

たりし て 自爆す る ことが「 悠久の 大 義に殉 ず る」こ と であり 、それが 自 分を生 か すこと だ

と信じ て いた 。そ の意味 で 、彼 らが 自分の 命 を捨て た のは 、少 なくと も 主観的 に は、自分

の悠久 の 命を得 る ためで あ ったと い う面が あ る。現 今 のアラ ブ による 度 重なる 自 爆テロ に

しても も そうだ 。 そのよ う な彼ら の 勘違い は 、哀れ で 、恐ろ し い。  

今日の 聖 書のテ キ ストは マ タイ伝 か ら選ん だ が、マ タ イ伝は 一 般にユ ダ ヤ教の 影 響が強

いとさ れ ている。そして ユ ダヤ教 の 特徴の 一 つは、た とえば「 目には 目 を、歯に 歯を」と



言 わ れ る よ う に （ マ タ イ に よ る 福 音 書 五 章 三 八 節 ）、 因 果 応 報 で あ る 。 本 当 の 命 を 得 る た

めに当 面 の命を 捨 てると い う考え も 、応報 思 想によ っ ていよ う 。マル コ 伝で「 わ たしの た

めに命 を 捨てる 」に加え て「福 音の ために 」という 言 葉も付 け 加えら れ ている の は、マル

コ で は こ の ユ ダ ヤ 教 的 応 報 思 想 が 超 え ら れ て い る と こ ろ が あ る と い う こ と か も し れ な い 。

「命を 捨 てる」 と いうこ と の本義 は 、むし ろ 「本来 の 命を得 る ために 現 在の命 を 捨てる 」

という よ うな応 報 思想、そ ういう 意 味での 自 分の命 へ の「と ら われ」か ら離脱 す ること で

は な か ろ う か 。 こ の 自 分 の 命 へ の と ら わ れ か ら の 離 脱 、 自 分 の 命 へ の 関 心 の 放 下 が 、「 命

を捨て る 」とい う ことで は ないか と 思う。  

 

このよ う に言う の には 、わ たしに は 次のよ う な経過 が あるの で ある 。わ たしの 部 屋は二



階の西 南 を向い て いて 、窓 外には 影 を作る よ うな大 木 は一本 も ないの で 、夏 は西 日が当 た

って居 ら れない 。今年の 夏 の暑さ は とくに 格 別であ っ た。そ れ で夏の 間 だけ、一 階の東 北

向きの 、普段は 書 庫に使 っ ている 部 屋に引 っ 越すこ と にして い る。そ れ はいい の だが、窓

とドア を のぞい て 四面が 天 井まで 本 の壁に な ってい る 部屋に 、昼間か ら 冷房を つ けて坐 っ

ている と 、嫌 が応 でも意 識 は自分 に 集中す る ことに な る。外は 三五 、六 度の暑 熱 で、散歩

に も 出 ら れ な い 。 逃 げ 場 が な い と い う 感 じ に な る 。 こ れ は 一 種 の 老 人 性 鬱 と か 、「 空 の 巣

症候群 」だと思 う が（一 ヶ 月ほど 前 著書『 一 緒なの に ひとり 』を上梓 し て、わ た しはい ま 、

い く ら か 虚 脱 状 態 な の だ ）、 そ の よ う な と き 、 わ た し は 自 分 が 無 意 味 で 恐 ろ し い 虚 無 の 淵

に臨ん で いるよ う で、居 た たまれ な くなる の である 。特に家 人 がいな い で、家 の 中に自 分

ひとり の ときは そ うだ 。つ まり 、自 分の命 に 意識を 集 中し 、自 意識過 剰 になり 、言い換 え



れば 、自 分の命 を 確認し よ うと意 識 してい る 時は 、か えって 虚 無の淵 を 覗きこ ん だよう な 、

ニヒリ ズ ムに陥 る のであ る 。命の ご く普通 の 燃焼が 止 ってし ま って、｢命 を 失 う ｣よ う に 感

ず る の で あ る 。「 自 分 の 命 を 救 い た い と 思 う 時 は そ れ を 失 う 」 と イ エ ス が 言 っ た の は 、 こ

ういう 事 態なの で はなか ろ うか。自 分を得 よ うとし て 、自分 を 見てい る とき、自 分は自 閉

症にな り 、ニヒ リ ズムに 陥 るので あ る。  

禅では 作 務とか 、修道院 で は労働 が 重んじ ら れてい る 。ま た森 田正馬 博 士の森 田 療法で

も、作 業 療法が 治 療の重 要 なステ ッ プとし て 提唱さ れ ている 。それは こ のよう な「自分 の

命を得 よ う」とす る自己 凝 視から 離 れる工 夫 ではな い かと思 わ れる 。自 分への 関 心から 離

れ る こ と 、 そ う い う 意 味 で 、「 自 分 の 命 を 失 う 」 こ と に は 、 あ る 種 の 勇 気 が い る 。 自 分 自

身のこ と を放念 し て、目前 の作業 に 没頭す る 勇気で あ る。もと もと福 音 書はマ タ イも含 め



て、イエ スの死 後 三〇年 近 くたっ て 書かれ た 。だ から「わ たし につい て きたい 者 は」とか

「わた し のため に 命を失 う 者は 」と いう言 い 方も 、イ エスが 単 純に「わ たしの た めに 」と

いった 自 我中心 的 感覚で 言 ったの で はなく て 、そ の「 わたし 」がすで に 、福 音書 が書か れ

た時点 で は、｢自 分 の 命を 捨 てたも の である こ と ｣が 、こ の表現 の 裏には 暗 黙に前 提 されて

いよう 。生きて い る現実 の 人間の た めに殉 教 すると い うよう な 、応 報思 想的意 味 ではな い 。

むしろ 、 ｢命 を 捨 て た者 ｣（ イ エ ス ）の ために「 命を捨 て る」とい う言い 方 は、生死 その も

のへの と らわれ か らの離 脱 をいう こ とを含 意 しては い ないだ ろ うか。  

 

もとも と 生命力 と は何か 。それは 少 なくと も 、自 分の 命を得 よ うとし て 得られ る もので

はない だ ろう。自 分の命 を 得よう と して、自 分の命 と 正面か ら 向き合 っ ている こ とは、自



意識過 剰 症、自閉 症、その 涯にニ ヒ リズム に なるく ら いが関 の 山だ 。わ たしは こ の夏 、書

庫に蟄 居 してい て 、つく づ くその こ とを考 え た。こ れ までし ば しば言 っ てきた よ うに、人

間とは「 人」の「 間」であ り、人間 は周囲 の 者、まわ りの物 に 関心を も ってい て こそ正 常

であり 、人間と し ての活 力 を得て い るので あ る。そ の 意味で 、自分が 自 分の命 へ の関心 を

離れ、言 い換え れ ば、自 我 主義と い う自分 の 命への と らわれ を 捨てる と き、人 間 は人間 と

しての 活 力を得 る 。「 わた しのた め に命を 失 う者は 、 それを 得 る」の で ある。  

 

人間と し ての自 分 に精密 で あり、緻 密であ る ことは 、美徳で あ る面は あ るが、生 命力と

いう点 か ら見れ ば 、むし ろ 美徳で は ないの で はない か と思う 。 拙著『 一 緒なの に ひとり 』

（二〇 〇 四年刊）の中の エ ッセイ「 善光寺」を読ん で 、ある人 が、自分 の両親 は それぞ れ



善 光 寺 型 と 密 教 型 だ と 言 っ た 。「 善 光 寺 」 の 中 で わ た し は 、 善 光 寺 は 天 台 宗 の 大 勧 進 と 浄

土宗の 大 本願が と もに管 理 してい る ことに 表 徴され て いるよ う に、雑 種 的で、庶 民的、何

に で も 興 味 を も ち 、 何 で も と り こ む よ う な 宗 教 の よ う だ と 言 っ た 。 そ れ に 対 し て 密 教 は 、

千日回 峰 行をは じ めとす る 厳しい 荒 行の世 界 であり 、また加 持 祈祷の よ うな 、自 分を中 心

に 据 え 、 そ の 自 分 を 鍛 え 上 げ る よ う な 宗 教 、 わ た し た ち の 目 下 の 用 語 で 言 え ば 、 ｢自 分 の

命を救 お う ｣と 正 面 から 努 力する 宗 教であ る 。そ して 生命力 と いう点 か ら見れ ば 、「人の 間 」

として の「人 間」が生命 力 に満ち る のは 、密 教型で は なくて 、むしろ 善 光寺型 で あろう と

思う。も ちろん 密 教のよ う な、自 分 の命と 正 面から 向 き合う こ とも大 事 である 。しかし 密

教には 、自虐的 修 行の涯 に 、生前 葬 とか性 的 陶酔、人 肉食の よ うな自 滅 的事態 も あらわ れ

るので あ る。  



 

老人は 趣 味を持 つ ことが 大 事と言 わ れてい る 。つま り 、自分 の 死が近 く なって 、老人は

い や で も 自 分 の 命 に 向 き 合 わ ざ る を え な く な る 。 そ の よ う な と き 、 趣 味 の 植 木 な ら 植 木 、

めだか な らめだ か に関心 を 集中さ せ ること は 、自 分自 身に対 す る関心 を ひと時 は なれ 、い

わ ば 「 自 分 の 命 を 捨 て る 」 こ と だ か ら で あ ろ う 。 そ れ が 、 生 の 活 力 に つ な が る の で あ る 。 

夏は暑 熱 から逃 げ 場がな く 、自 分を 見つめ る ときで あ ると思 う 。そ れは 孤独と ニ ヒリズ

ムの季 節 だ。そ の 作業も 人 間にと っ ては大 事 だ。そ れ に対し て 秋は、そ れまで 自 分に向 い

ていた 視 線を外 に 向け、そ れによ っ て自分 が 、｢人 間 ｣と し て の 個人と し て充実 す る時だ と

思う。 実 りの秋 と は、そ の ような 事 態を指 し ている よ うな気 も するの で ある。 ( 0 4 9 2 0 )  


