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信仰に 於 け る ユ ー
モ ア の 意味 と限界

終末論的生活遂行の 方法 と して 一

塩 　谷 　直　也

序　 章

「最悪 の 事態 に 立 ち 至 れ ば ，
い つ も帰 る とこ ろ は 笑 い な の だ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「

リア 王 』
1）

　多 くの 矛 盾 が あ り対 立 が あ る 。 私 達人 間の 内側 に そ して 外側に ， 常 に 完全 に

は 解 決 され 得 な い 種 々 の 不 条理 が 存在 し て い る 。 義 な る 神 の 存 在 とそ の 行 為に

期 待する カ を， 人 々 は 失い か け て い る
。 そ こ で は ま さ に 「善人 が そ の 善 の ゆ え

に滅 び る こ とも あ り， 悪 人 が そ の 悪 の ゆ え に 長 ら え る こ と も あ る 」
2）

。
こ の 不

条 理 を ， 有限 な被造物 で あ る 私達 は い か に受 け とめ れ ば よい の か
。

　矛盾 と対 立 に 満 ちた こ の 現 実 を誠実 に 引 き受 け よ う とす る な ら ば ， 以 下 の 二

っ の 選 択 を人 は 迫 られ る 。
つ ま り対 立 す る二 っ の うち ど ち らか

一
方 に 自 ら の 存

在 をか け て 生 き る か
， も し くは対立 を対 立 の ま ま 引 き受 け つ つ 生 き る か で あ

る 。 こ こ で 言 う と こ ろ の 前者 の 生 き方 とは
， 対 立 矛盾 す る ど ち らか 一 方 を廃 棄

し ， 自己完 結的 で完 全 な世界観 を形成 し つ つ
， そ の 世 界観 に反 抗 す る要 素 を切

り捨 て 続 け る 生 き方 で あ る
。 そ れ は あ る 意 味 で 熱 狂 主 義 的 ， 反 社 会 的． 脱 社会

的な傾向を持 つ 可 能性 もあ ろ う。 しか し な が ら こ の 生 き方は
， 厳密な意味で 現

実 に対 す る誠 実 な生 き方 とは 言 え な い
。 何故 な らそ の 世 界観 は ， 矛 盾 と対 立 が

自ら含ん で い る 深遠 な意味 を最初 か ら否定 ない し無視 しか ね ない か らで あ る 。
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こ の 世 は 信頼 に 足 る も の だ ！　 な る ほ どそ うか も しれ な い
。 し か し 私 達 は ， 日

々 続 く天 災や 人災 を ど う説 明す れ ば 良い の か 。 今 日 も世界 で 繰 り返 され る 殺 戮

を如 何 に 納 得 す れ ば 良い の か 。 こ の 世 に 神 も仏 も な い ！　 な る ほ ど そ う思 う時

も あ る
。

し か し本 当 に 「神 も仏 もな い 」 ほ どに ， こ の 世 に は 希 望 の 根 拠 が
一

切

見 当た ら な い の だ ろ うか 。 更 に 人 間 は 神 も仏 も な し に
， 自らの 力 で 歴 史の 重 み

に 耐 え つ つ 生 きて い け る の か 。 さて ， そ れ で は 誠実 な生 き方 とは 後 者 を指す の

か 。 こ れ も難 しい
。 矛 盾 を矛 盾 の ま ま ， 対 立 を対 立 の ま ま 受 け入 れ る 程 に 人 間

の 精神 は 完 全 で も強 靱 で もな い
。 ま し て や こ こ に は 常 に あ る種 の 諦念 が 隠 され

て い る 。 も は や矛 盾や 対立 をそ れ と認 め ず ， 安易 に 全 て を 良 し と み な す 生 き方

に 陥 る危険 1生を そ れ は 孕 ん で い る 。 そ れ は 人 生 の 無意味 さ に 対す る 単 な る 諦 め

と紙
一

重 と言 え よ う。 矛盾 と対 立 が 浴 れ る こ の 世界 を， 見誤 る こ とな くあ りの

ま ま に 受 入 れ つ つ
， 同 時 に 希望 を携 え て 世界 の 変革 に 参与 す る ， そ ん な バ ラ ン

ス の とれ た 誠実 な 生 き 方 は 不 可能 な の だ ろ うか
。

　 こ れ は 確 か に 聖 書が 示 す信仰 の 問題 で あ る
。 未来 を望 み 現実 に 埋 没せ ず ， 同

時 に 現 実 を あ り の ま ま に 受 け 入 れ 積極的 に 対処 す る 生 き方 ， す な わ ち終末論的

生 活 の 問題 な の で あ る 。 果 た し て 現代 に 於 い て
， 終末論的 生 活 は どの 様 に し て

具 体化 され る の か 。 単 な る 観念 で は な く， 希 望 を常 に 体 現 す る 生 活 に は ど うい

う特徴 が見 出 され る の だ ろ う。 如何 な る 「世俗化 され た 終末論 の 生 活 遂行の 方

法 」 が 考 え られ る の で あ ろ うか
3）

。
こ こ に ひ と つ の 思 想 と し て

，

「ユ
ー

モ ァ 」

の 地平 が開 け て く る
。 世俗化 され た 状況 の 中で ， 終 末 を望 む生 き方 の 具 体 的 な

形 と し て 「 ユ
ー モ ァ 」 が 着 目 され る の で あ る 。

　現在
一 般 に 使用 され て い る 「ユ

ー
モ ア 」 とい う言 葉 が持 つ 雑 多 な 意味 は ， お

お よ そ ル ネ ッ サ ン ス 以降徐 々 に ヨ ー ロ ッ パ で 形 作 られ ， そ の 生 き生 き し た思 想

の 息吹 き を生 活 の あ らゆ る 局 面 に 絶 え る こ と な く与 え続 け て き た 。 軽 い 笑い
，

解放 と し て の 笑 い
， そ し て 希 望 を灯 す 笑い と し て の 「ユ

ー モ ァ 」 は
， 困難 を克

服 す る 道 具 と し て 日常 の 中で 使 わ れ て き た の で あ る 。

　こ の 「ユ ー モ ァ 」 に
， 少 な くな い 現代 の 神学者が 注日し た 。 救 い

， 解放， 苦

し み の 克服 そ し て 希 望 と い う共 通 項 を 「ユ ー モ ア 」 と信仰 の 間 に 見 出 し ， 彼 ら
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は 様 々 な 立 場 か らそ の 言 葉 の 信 仰 に 於 け る 意 味 と限 界 を提 示 し た の で あ る 。 今

回 の 論文 で は ， こ れ ら神学者 そ して キ リス ト者の 著作 の 中か ら ，

「ユ
ー モ ァ 」

に 関す る 小 論 を幾 つ か 提 示 し ， 信 仰 に 於 け る 「ユ
ー モ ァ 」 の 意味 と 限界 を ， 終

末論 と関連 づ け つ つ 確定 し た い と考 え る 。

第 1 章 　ユ ー モ ァ と は何 か

　 1．　 歴 史 的考 察

　ま ず初 め に
，

ユ
ー モ ァ とい う言 葉 が 歴 史的 に ど うい う経緯 を辿 っ て きた か を

概 観 し た い
。

　 ユ
ー モ ア とい う言 葉 は 元来 ， 湿 気 ， 水 気 ， 液 汁等 の 生 理 的 医学的 意 味 の 用 語

で あ っ た 。
こ の 体 液 に 関 す る 考 え方 は ， ギ リ シ ア の ヒ ポ ク ラ テ ス （BC 　460 頃〜

375頃） に も見 られ ， 彼 は 基 本的 な体質 が 人体 内 に 存在 す る 四 種類 の 体液の 優

劣 に よ っ て 決 定 す る と考 え て い た 。 そ の 後 ガ レ ノ ス （130頃 〜 200 頃 ） が こ の 体

液学説 を更 に 進 め て
， 体液 が 異常 に 優勢 で あ る 事 が 万 病 の 原 因 で あ る と理 解す

る 。 そ の 後 こ の 言葉 は ラ テ ン 語 「 フ モ ー
ル 」 とい う科学用語 と し て ロ

ー
マ

， 中

世 を 通 じ 医者や 錬金術 師 に 受 け継 が れ ， 生 理 学 か ら心 理 学 上 へ の 意 味 の 移 行 を

16世紀末迄 に 行 い
， 全 ヨ ー

ロ ッ パ に 浸透 し た
4）

。

　そ の 頃 か ら ユ
ー モ ァ は体液 の 優 劣 か ら生 じ る 性 格 の 現れ を表現 す る よ うに な

っ た 。 特 に イ ギ リ ス で は こ の 様 な 性格 の 現れ を 「ユ ー モ ラ ス 」 と呼 び ， そ れ は

強 情 な 頑 固 さ ， 気 ま ぐれ ， 風 変わ りな ど を意味 し て い た 。 特 に イ ギ リス の 劇作

家 ベ ン ・ ジ ョ ン ソ ン （1572
− 1637） は ，

ユ
ー モ ラ ス と言 う 言 葉 が 道化 者や ほ ら

吹 き を呼ぶ の に 使 わ れ る の は 誤 用 で あ る と い う抗 議 の 意 味 で
，

ユ
ー モ ァ を気 質

豊 か な 性 質 の 現 れ と定義 し て い る
5＞

。

　 し か し な が ら こ の 時点 で は 未 だ ユ ー モ ァ は
， 気 ま ぐれ とか 頑 固 さ とい う気 質

の
一

つ と し て し か 見 な され て お ら ず ， 総 合的 な 生 の 立 場 と し て の 思 想 性 を確立

し て は い な い
。

こ れ に 対 し ， 人 生 の 相対 立 す る 諸要素 を統
一

す る ユ
ー

モ ァ の 総

合 的 な 意 味 づ け に ， 決 定 的 な 影 響 を 与 え た の が シ ェ イ ク ス ピ ァ （1564 − 1616 ）

の 作 品群 で あ る 。 人 生 の 矛盾 は ， 彼 の 芸 術 の 中で 力 強 く総 合 され る 。 苦痛 の 現
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実 ， 笑 うこ と と泣 く こ と
， 崇高 さ と下 劣 さ，

こ れ ら が 大 河 と な っ て
， 人 生 に 対

す る 全 体的 な感情 ， そ し て 総合的 な思 想 を生 み 出 し た 。 す な わ ち単 な る 気 ま ぐ

れ や 笑 い を生 み 出す 能力 と し て の ユ
ー モ ァ で は な く， 人 生観 ， 人 生 の 立 脚点 と

し て の ユ ー モ ァ が徐々 に認識 され だ し た の で あ る
6）

。

　 そ の 意 味 で の ユ
ー モ ァ は ， イ ギ リ ス とい うよ り もむ し ろ 18世紀 以後 の ドイ ツ

で 出現 し た
。 特 に ジ ャ ン ・ パ ウル （1763− 1825） をは じ め とす る 美学者 た ち が

ユ ー モ ァ の 意味 を人 生 の 類 型 と し て 取 り上 げ 考察 を加 え て い っ た 。 や が て そ れ

は デ ン マ
ー ク 文 学 に 影響 を与 え

，
キ ル ケ ゴ ー

ル の 取 り扱 う と こ ろ と な る
。

　2．　 実 体 的考 察

　デ ン マ ー ク の 哲学者ヘ フ デ ィ ン グ は ，
ユ ・・一モ ァ とは ど うい う意味か 三 人 の 文

学者 に 尋 ね た 。 最 初 の 解答 は ，
ユ

ー モ ァ と は 笑 い を 生 み 出す 可笑 し さ ， 滑 稽

さ， そ し て そ の 能力 で あ る と答 え た 。
二 人 目は ，

ユ ー モ ァ とは 他人 に 対 す る 同

情 と理 解 に 基 づ く滑稽 さ で あ る と答 え た 。 そ し て 三 人 目は ， 人 生 と は 永 遠 な る

も の を背後 に 持 っ は か な い も の と見 る こ とに よ り， そ こ に 生 み 出 され る 人 生観

だ と ユ
ー モ ァ を特 徴づ け た

。
こ れ ら の 解答 に 対 しヘ フ デ ィ ン グは 以 下 の よ う な

意見 を述 べ て い る
。 ま ず第

一
の 解答 は

，
ユ

ー
モ ア の

一
般的 な 意味 付 け を述 べ て

お り， 第 二 の 解答 は ず っ と時代の 下 っ た イ ギ リ ス 的 な考 え方 で あ り， 最後 の 解

答 は ロ マ ン 主義や キ ル ケ ゴ ー
ル 等 の ユ

ー モ ア の 理 解 で あ る と
7）

。

　 こ の ユ ー モ ァ に 対す る 三 つ の 解釈 は ， そ の ま ま ユ ー モ ァ の 意味 の 変遷 を 図 ら

ず も示 し て お り， ま た ユ
ー モ ァ を論 議 す る 上 で 重要 な定 義 を与 え て くれ る 。 こ

れ か ら考察す る ユ ー モ ァ に つ い て もこ の ヘ フ デ ィ ン グの 定義 を参考 に して 進 め

て い き た い
。 そ の た め に も こ の 三 つ の 定義 を再 解釈 し て ，

ユ ー モ ァ の 三 つ の 段

階 を定 め て み よ う。

　   笑 い を生 む 能力 と し て の ユ
ー モ ァ （笑 い ）

　一
般 に 使用 され る ユ

ー モ ァ は ほ と ん ど こ の 段 階の 事 を指 し て い る と言 っ て 良

い だ ろ う 。 可 笑 しみ ， 滑 稽 さ ， 皮 肉 ， 軽 い 悪 戯 機 知等 様 々 な 形 態 を伴 い こ の

ユ ー モ ァ は 表現 され る
。

こ こ に は 知 的 な笑 い と同 時 に 即 物 的 な 笑 い （ドタ バ タ
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喜 劇 の よ うな もの ） も含 ま れ る 。 そ し て こ こ で 全 て に 共 通 し て 重 要 な の は
， 全

て の ユ
ー モ ァ の 形態 に 「笑い 」 が 必 須 で あ る と言 うこ とで あ る

。
ユ ー モ ァ が あ

る 人 とは ， こ こ で は 人 を笑 わ せ
， そ の 場 の 雰 囲気 を和 らげ楽 しい もの と変 え る

人 の 事 を言 う。 た だ し 人 を笑 わ せ る本 人 が 同時 に笑 え る か ， 精神的 な喜び に 満

た さ れ て い る か
， 笑 う対 象 に 対 し優 越 感 を持 っ て い る か そ れ と も劣 等 感 を持 っ

て い る か 等 ， 笑 わ せ る 主体 自身 の 精神 性 は こ こ で は 問題 に され な い
。 こ の 種 の

冗 談 は ユ
ー

モ ァ とい う よ り もむ し ろ 単 に 「笑い 」 と表 現 し た 方 が適 当か も しれ

な い
。

　   同情 と理解 と し て の ユ
ー

モ ァ （小 ユ ー モ ァ ）

　 ユ
ー

モ ァ 論 で 最 も頻 繁 に 現 れ る の が こ の 範疇 に 入 る 解説 で あ ろ う。
ユ ー モ ァ

と は 単に 他 人 を攻撃 し犠牲 に す る 鋭 い 笑 い とは 違 う。 そ れ は 笑 う対象 を必 要 と

せ ず ， 自分 と他 者全 て に 対 し普 遍 的 な 人 間 の 運 命 を認 め る 善 意 の 能力 で あ る 。

人 問は 誰 で も 自 らに 何 らか の 可 笑 し な もの を持 っ て い る 。 そ し て そ れ を 無理 に

隠 そ う と し た り ， 否定 し よ う と す れ ば ます ま す人 は そ の 可 笑 し な も の に 束 縛 さ

れ 苦 し く な る だ ろ う。
ユ ー モ ァ は そ ん な 人 間の 可笑 し さ ， 愚 か さ ， 失 敗， 災難

を 肯定 し受 け 入 れ る 。 そ し て 他人 と
， ま た 何 よ り も自分 自身 の 運 命 と現 実 を ，

同情 と理 解 に よ っ て 笑 うの で あ る 。 そ こ で は 生 真面 目 さ は 絶 対 的 な 姿 勢 とは 見

な され な い
。 そ し て こ の 意味 で ユ ー モ ァ は ， 深 刻 に な りす ぎ て 現 実 を 見 誤 ろ う

とす る 人 々 を救 い 解放す る
8）

。
ユ ー モ ァ は 刺 々 し い 世 の 中を 穏や か な 柔 らか さ

で 包 み ， 人 間 関係 か ら生 まれ る 様 々 な摩擦 を解消 し
，

コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン を円

滑 に す る の で あ る 。

　 し か し な が ら 自ら を 笑 う と は 極 め て 困 難 な 作業 で あ る 。 そ れ に は 少 な く と も

自己 の 客体化 が 前 提 と され る 。 自分 の 行 為 を客観的 に 見 な す こ とが 出来 な け れ

ば
， 少 な く と も自分 の 可 笑 し さや失敗 を認 め る こ とは 出来 な い

。 そ れ 故 ユ
ー

モ

ァ と は ， 生 真 面 目 さ を 笑 う に もか か わ らず ， 決 し て 不 真面 目な も の で は な い
。

自己 を客体 化 す る と い う深 い 洞 察力 と人 生 に 対 す る 真剣 さ が
，

こ の ユ ー モ ァ に

と っ て は 必 須 条件 な の で あ る
。 言 い 換 えれ ば ， 逆 に 「 わ れ わ れ に 冗 談 が不 足 し

て い る の は ， も っ ぱ ら … … ま じ め さが 足 り な い せ い な の で あ る 」
9）

。 以 上 の よ

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一 202 一

うな 同情 と理 解に 基づ くユ
ー モ ァ を ， 以 後 「小 ユ ー モ ァ 」 と呼 び た い

10）
。

　  絶対性 の 前 に 立 っ 終末論的 ユ ー モ ァ （大 ユ
ー モ ァ ）

　自己 の 客体化 を徹底 し て 推 し進 め る な らば ， 当 然 そ こ に は 絶対 的 な 他 者 の 存

在 が要請 され よ う。 そ し て こ の 絶対者 の 前 で ， 人 は 初 め て 相 対化 され る
。

しか

もそ の 絶対 者 ， す な わ ち究 極的 な秩序 との 関わ り の 中で
， 相対 化 され た こ の 世

界 を 見 る 時 ， そ こ に 落 ち 着 き ， 信 頼 ， 喜 び が 生 ま れ る
。

こ の 様 に 地 上 に 拘 束 さ

れ て い た 人 間 が究極的 な信頼を獲得 し ， 内面的 に解放 され た時に 生 まれ る ユ
ー

モ ア が存在す る の で あ る
11）

。

　 ジ ャ ン
・パ ウル は語 る 。

「 ユ ー モ ァ に と っ て は
， 個 々 の 愚 か さ とか ，

一 人 び

と りの 愚 人 と い っ た も の は 存在せ ず ， 愚 か さ及 び 愚 か な
一

世界 が 存在す る の み

で あ る 。
ユ ー モ ァ は … … あ て こ す りを 弄 す る 下 品 な 冗 談家 とは 違 い … …個 々 の

ば か ら し さ を強調す る の で は な くて ， 偉大 さ と い う も の を 低 め る が
， し か し

… … パ ロ デ ィ
ー と は 違 い … …

小 さ な もの を偉 大 な もの に 比 肩 さ せ る た め で あ

り， そ うす る こ と に よ り両 者 を滅 ぼす た め な の で あ る 。 な ぜ な らば ， 無 限性 の

前 で は
， す べ て が 平 等 で あ り， 無 で あ る か ら で あ る 」

12）
。

こ こ で 言 う と こ ろ の

「無 限 性 」 と は 何か ？　 そ れ を私 達 は聖 書 の 啓示 す る 「神 」 と 理 解 し ， 歴 史 の

上 で の 「終 末 の 出来事」 と理 解 し た い
。

　 こ の ユ ー モ ア は   で 示 し た そ れ と違 い
， 決 し て 「笑 い 」 を 必 須条件 と し な

い
。 そ し て 小 ユ

ー モ ァ の 様 に 地上的 な人 間的 な水平次元 に 還元 され な い
。 そ れ

は こ の 世 と関 わ り つ つ
， 同時 に 超越 的 な垂 直 次 元 を持 つ ユ

ー
モ ァ で あ る 。 こ の

様 な ユ
ー モ ア を私 達 は 「大 ユ

ー モ ァ 」 と呼 ぼ う
13）

。

第 2 章　終 末 論 と ユ ー モ ア

1． 現 在 化 され た 終末論 と して の ユ ー モ ア

ボ ー レ ン は 著書 『説教学 1 』 の 中で ユ
ー モ ア の 可 能性 を積極 的 に 論 じ て い

る 。

彼 に よ れ ば ， 過 ち を犯 す だ け で な く笑 う こ と も ， 極 め て 人 間的 な こ と で あ

る 。 従 っ て ユ
ー モ ァ も人 間 的 で あ り， 信仰 に 於 い て 生 活 の 権利 を持 っ て い る と
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言 え る 。 し か し な が ら聖 書 に は 笑 っ て い る イ エ ス は 登 場 し な い し ， 明 らか に 冗

談 も語 られ て い な い 。 そ れ 故 笑 うとい うこ と に よ っ て ， 人 間は 他の 動物 か らも

そ し て イ エ ス か ら も区別 さ れ る 。 こ の こ と は ユ
ー モ ァ を軽蔑 す る こ と か ら も ，

ま た 過 度 に 強調 す る こ とか ら も， 私達 を守 っ て くれ る で あ ろ う。
ユ

ー
モ ァ は 極

め て 人 間 的 な 事柄 で は あ る が ， 決 し て 「説 教 者 の 名 誉 に 役 立 つ よ うな もの で は

な い 」 の で あ る
14）

。

　そ れ に もか か わ らず聖書的 な 見地 か ら眺 め る時 ，
ユ ー モ ァ に は 見落 とせ な い

二 っ の 大 き な要素 が あ る 。 第
一 に そ れ は抑圧 され た 者 に と っ て の 武器 と し て の

ユ
ー モ ァ （笑 い ） で あ る 。 そ れ は 自分 よ り強 大 な敵 に 直面 し っ つ 語 られ る ユ

ー

モ ァ で あ り ， そ の ユ
ー モ ァ は 聖 な る 戦 い に 於 け る武器 を作 る の で あ る 。

こ の 武

器 と し て ユ
ー モ ァ が説教 と結 び つ く時 ， 説教 は 「理 屈 を打 ち破 り， 神 の 知識 に

逆 ら うあ ら ゆ る 高慢 を打 ち倒 」 す もの とな る
15）

。 そ し て こ の 様 な ユ
ー モ ァ は 説

教壇 か ら語 られ る不快 な気分に 対抗 し
， 打 ち破 り ， 聴衆 との 連帯感 をか た ちつ

くる で あ ろ う。

　第二 に ユ
ー モ ァ に は 自由そ し て 解放 とし て の 要 素 が含 ま れ て い る 。 それ は

「近 づ い て い る 万物 の 終末 に 直面 し つ つ
， こ の 世 の か た ち の 過 ぎ ゆ くこ とを知

る ユ
ー モ ァ ， そ れ 自身が 自由の 表現 で ある よ うな ユ ー モ ァ 」 で あ り ， そ こ で は

「高 き もの が低 くされ ， 低 き もの が 高 くされ る
。

パ ー
ス ペ ク テ ィ ブ に 推移 が 起

こ る の で あ る 。 古 い 世界 が新 し い 大地 の 光 の 中に 照 ら し 出 され る の で あ る 。 神

神 は 揺 り動 き ，
こ の 世 の 偽 りの 輝 き は光 を失 うの で あ る

。
だ が し か し揺れ 動い

て い る 神々 が 自分 は し っ か り立 っ て い る と思 い こ み ， 過 ぎゆ く世界 が 自分 だ け

が現実的 で あ る か の よ うに 理 解 し て い る もの だ か ら ， 神 に 笑 い 者 に され る の で

あ る」。
こ こ に於 い て は ， 人 間の 究 極的 な 問題 で あ る 死 も 例外 で は な い

。 死 は

カ を依然 と して 持 っ て い る に もか か わ らず ， 死 か ら解放 され た信 仰者の 笑い は

そ の 力 を越 え る 。 自由な る ユ
ー モ ァ を持 つ 信仰者は 「死 の 圧 迫 の も とに くる し

み な が ら も笑 い うる もの 」 で あ り， 彼 らが 「笑 い とば す こ との 中で ， 力 あ る 者

が 今 は 力 を持た ぬ こ とが 明 らか に な る 」
16）

。 ボ ー
レ ン は こ の 様 な 自由 と 解放 の

局 面 を持 つ ユ
ー モ ア を以 下 の 様に 結 論づ け る 。

「こ こ に われ わ れ が 目を と め た
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ユ
ー

モ ァ は ， 世俗化 され た 終末論 の 生 活 遂行 の 方法 だ と言 う こ と が で き よ う。

ま こ とに 多 くの 愚 か な 笑 い とい う もの が あ る が ，
ユ ー モ ア に お い て 微笑 す る の

は 知 恵 で あ る
。 す べ て の 地 上 的 な る も の の 相対 性 を 知 る 知恵 で あ る

。 信 仰 に よ

る希望 は こ こ で ， こ の 高 次の
『
生 活 の 知恵』 と し て そ の 生 活 形態 を整 え る の で

あ る J17
）

。

　 以 上 ボ ー レ ン の 示 す ユ ー モ ア 論 を概観 し た が
，

こ こ で 語 られ る 後者 の ユ ー モ

ア の 要 素 （自由 ， 解放 と して の ユ ー モ ア ） は
， 前章 で 示 し た 「大 ユ ー モ ア 」 の

概念 と対 応 ナ る と言 え る 。 と りわ け 彼 は こ の ユ ー モ ァ を説教 学 の 見地 か ら語 り

直 し て い る 。 説教 壇 か ら笑 い が消 え て 久 し い
。 そ し て そ の 笑 い の 喪失は 同時 に

悲 し み の 喪失で もあ る 。 何故 な ら主体的 な 人 間 に と っ て は ， キ ル ケ ゴ ー
ル が語

る 様 に ， 悲 し み と お か し み と が 「車 の 両 輪 の ご と く互 い に 支 え あ っ て ， ふ た っ

なが ら存在 して い る」 か らで あ る
。 従 っ て 「〈お か しみ〉 に う ら うち され な い

〈悲 し み〉 は妄想 で あ り ， 逆 に 〈悲 し み 〉 に う ら うち され な い 〈お か し み 〉 は

未 熟」 と な る
18）

。 もし もそ うな ら ば ， 笑 い を失 っ た説教 は人 間の 現実 を正 確 に

把 握で き な い と言 え る 。 ボ ー
レ ン は そ の 意 味で ， 笑 い の そ し て ユ ー

モ ァ の 復権

（す な わ ち 人 間性 の 復権） を訴 え る の で あ る 。

　更 に ボ ー レ ン は そ の 結論 が 示 し て い る様 に ，
ユ

ー
モ ァ の 終 末論的性格 を特 に

強調 して い る 。 こ こ で 語 られ る ユ
ー

モ ア は パ ウ ロ の 次 の 言 葉 と共 通 す る だ ろ

う。

「兄 弟 た ち ， わ た しは こ う言 い た い
。 定 め ら れ た 時 は 迫 っ て い ます 。 今 か

らは ， 妻 の あ る 人 は な い 人 の よ う に
， 泣 く人 は 泣か な い 人 の よ うに

， 喜 ぶ 人 は

喜ば な い 人 の よ うに ， 物 を買 う人 は 持 た な い 人 の よ うに
， 世 の 事 に か か わ っ て

い る 人 は ， か か わ りの な い 人 の よ う に す べ き で す 。 こ の 世 の 有様 は 過 ぎ去 る か

らで す 」
19）

。 こ の 世 に い な が らこ の 世 に い な い が 如 く。 こ こ に は 終末の 希望 に

満 た され た 者 が 持 つ 大 ユ ー モ ア の 姿勢 が 見受 け られ る 。 聖書 の 語 る こ の 終 末 論

的生 き方 を現代 に 置 き換 え る ボ ー
レ ン は

， 現代 に 生 きる 者 に と っ て の 終末 の 希

望 を こ の ユ ー モ ァ とい う 「生 活 の 知 恵」 の 中に 見 る の で あ る 。
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2． イ エ ス も笑 う の か ？

　少 な く と もボ ー
レ ン は 聖 書 の 中の 笑い の 強調 ， そ し て イ エ ス の 笑 い ，

ユ
ー モ

ァ に 関 し て は 強 い 留 保 を 示 し て い る 。 あ くま で 終末論 的生 活 の 知 恵 の 枠 内 で ユ

ー モ ァ を取 り扱 い
， イ エ ス の ユ ー モ ァ 性 ， 独 自性 に ま で 言及 し て は い な い

。

　 と こ ろ が ア メ リ カ の 哲 学 者 トル ー ブ ラ ッ ドは ， 笑い
，

ユ ー モ ァ の 本 質 か ら終

末論的 枠 内 を越 え て イ エ ス の ユ
ー モ ァ 性 を積極 的 に 打 ち 出 し て い る 。 彼 は キ リ

ス トの ユ ー モ ァ を理 解 し な い 限 り キ リ ス トの 生 涯 の 最 も大切 な 要 素 を味 わ うこ

とは 出来 な い し ，
し か もた だ 生 真面 目な 聖句 だ と考 え て は ， 全 く理解出来 な い

テ キ ス トが あ る と主 張 し ， キ リス トの ユ
ー モ ァ を認 識す る こ と で

，
キ リ ス トを

本 当 に 理 解 で き る と訴 え る 。

　私 達 は 何故聖書 の 記事 か ら笑 い や ユ ー モ ァ を 見 出せ な い の か ？　 トル
ー ブ ラ

ッ ドは
， そ の 理 由 を

一
つ に 「 自分 た ち が あ ま り に も ， 聖 句 に な れ す ぎ て い る か

ら」 だ と言 う。 更 に も う
一

っ の 理 由 と し て
，

「十 字架 上 の 悲劇 と ， そ の 直 前 の

で き ご とに
， 福 音書 が 特 に 重 き を お い て い る 」 か らだ と言 う。 もち ろ ん 十 字架

上 の 悲劇 は 本質的 に は ユ ー モ ラ ス で は な い
。 し か し そ の 悲劇 は ， 果 た し て 福音

書 全 体 を表 す もの で あ ろ うか ？　 な る ほ ど 「 キ リ ス トは 悲 し み の 人 で あ っ た
。

しか し ま た ，
キ リ ス トは 悦 び の 人 で も あ っ た 。 キ リス トは 非常 に 荒 っ ぽ い 無作

法 な こ とば を 使 っ た 。 燃 え る怒 りを あ らわ し ， 人 を か らか っ た 。 彼 は に ぎや か

な 連中 と交 わ っ た 」 の で あ る
2 °）

。

　福 音書 に 笑 う とい う言葉 が な い か ら とい っ て
， 決 し て イ エ ス が 笑 わ な か っ た

と い う こ とに は な ら な い
。 偉大 で あ れ ば あ る 程 ， 笑 わ な い とは言 え な い

。 む し

ろ キ リ ス ト者 は ， 笑 うべ き材料 を た く さん 持 っ て い る と言 え よ う。 そ し て 「キ

リ ス ト教 とい っ て も ， ど こ か で 快 活 さ を表 せ な い もの だ っ た ら ， 明 ら か に に せ

もの で あ る 。
キ リ ス ト者は快活者 で あ る 。 そ れ は ，

キ リ ス ト者 に は 日の み え な

い 人 の よ うに 不 義 と苦難 が み え な い とい うの で は な く， 不 義 も苦難 も聖 な る 神

の 主 権 の 光 に 照 ら され る と き ， 決 し て 究 極 の もの で は な い こ とを キ リ ス ト者は

確 信 し て い る か ら で あ る 。 ゆ る ぎ な い 目的 は
， 天 に お い て も地 に お い て も ， す

べ て の もの を神 がお さ め給 うこ と な の だ と ， 確信 し て い る の で あ る （エ ペ ソ 1
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： 10）。 あ る 時 は 悲 し み ， 時 に は思 い 惑 うけれ ど も ， キ リ ス ト 者 は 決 し て くよ

くよ悩 ん だ りは し な い
。 よ く知 られ て い る キ リ ス トの ユ ー モ ァ は ， 涙 を否 定す

る の で は な くて ， 涙 よ り も も っ と深 い 何 も の か を肯定す る もの な の で あ る 」
21）

。

　以 上 トル
ー ブ ラ ッ ドの 見解 を概略 し た が

， こ こ に は ボ ー レ ン ら が示 し た 大 ユ

ー モ ァ の 考 え方 が同 じ く含 ま れ て い る と言 え よ う。

「涙 よ り も も っ と 深 い 何 も

の か 」 とは ， そ の ま ま こ の 世 に 於 け る 神 の 絶対 的主権 を表現 し て い る で あ ろ う

し ， 歴 史的 に は 終末の 現在化 を強調 し て い る 言 葉 と見 うけ ら れ る
。 し か し ボ ー

レ ン との 決定的 な違 い は ， トル
ー ブ ラ ッ ドの 研 究 の 出発 点 で 明 らか な よ うに

，

イ エ ス の 笑 い に 関 し て で あ る 。 ボ ー
レ ン は 前述 し た 様 に

，
ユ

ー モ ァ を ， 終末 の

希望 を携 え て 現 代 に 生 き る た め の 生 活 の 知恵 と し て 捉 え
， 聖書 ， す な わ ちイ エ

ス の 生 涯 に 出 発 点 を取 ら な か っ た 。 あ く ま で 人 間的 な行 為 と し て の ユ
ー

モ ァ

を ， 具体的 に は 人 間性 の 回復 と し て 訴 え た に 過 ぎ な い
。 と こ ろ が トル ー ブ ラ ッ

ドは ユ
ー

モ ァ の 本質 と重 要性 を， 神 で あ る と同時に 人 で あ る イ エ ス 自身 に 求 め

る
。 そ し て イ エ ス の ユ ー モ ア を認 め な い 限 り， イ エ ス を理 解 で き な い と結 論 づ

け る の で あ る 。 こ こ で は 終 末 論 的 な 希望 と し て の ユ ー モ ァ と い う概念 を こ え

て ， 明確 に イ エ ス 自身 の 言 動 が根拠 と され た ユ
ー

モ ァ 論 が展 開 され て い る 。

　3． ユ ー モ ア の 最 高 段 階 と して の イ エ ス

　最後 に 日本 人 キ リ ス ト者 の 中で は 際 立 っ て ユ
ー

モ ア の 重 要性 を説 い て い る 作

家 の 椎名麟 三 に 注 目 して み よ う。

　彼 に と っ て の ユ ー モ ァ は ま ず互 い に 矛 盾 す る もの が 同時 に 生 か され て い る と

い う 「同時性 」 に 表 れ る 。 そ れ は 「言 い か えれ ば ， 人 間は パ ン に よ っ て 生 か さ

れ て い る も の で あ る が
， 同 時 に

， 神 の 言 葉 に よ っ て 生 か され て い る と い う表現

を と り，
ユ ー モ ァ は ， こ の 同時 に が 可 能 と な っ た 場所 に あ らわ れ る 」 とい うこ

とで あ る
。

ユ ー モ ァ と は 矛 盾 の 共 存 の 中 に 存 在す る
。 そ し て そ の 矛盾 が ，

ユ ー

モ ァ の 限 界 で あ り ， こ の 限 界 は イ エ ス に よ っ て か た く保 持 され て い る の で あ

る
22 ）

。

　 これ を信仰の 立 場 か ら言 うと こ うな る
。

「イ エ ス を 神 の 子 と し て 信 じ られ な
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い 自分 を は っ き り認 め る こ と ， 言 い か え れ ば 人 間 の 限 界 を キ チ ン と 明晰 に み き

わ め て 失 わ な い こ と ， さ ら に 言 え ば ， キ リ ス トを信 じ て い る 今 も救 わ れ て い な

い と い うこ と を知 っ て い 」 な が ら ， そ れ で も人 間 は キ リス トに 於 い て 救 わ れ て

い る こ と を確信 し て い る と い う同時性 の 中に
，

ユ
ー モ ァ の 本質が あ る の で あ

る
23）

。 こ の 同時性 は イ エ ス に も言 え る 。 イ エ ス は 確 実 に 死 ん で い る
。 し か し ，

同 時 に生 き て い る 。 し か もイ エ ス ・ キ リス トは人 で あ り， 同時 に 神 で あ る。
こ

の 大 い な る 矛 盾 ， 死 と生 ， 人 と神 の そ れ ぞ れ の 絶対 性 を と も に 侵 す こ と な く共

存 させ る と こ ろ に 本 当の 命が あ り ， そ こ に 初 め て ユ
ー モ ァ が 生 ま れ る 。 そ し て

こ の ユ ー モ ァ と い う言 葉 は ， 本 来 的 に キ リス ト （そ し て そ の 復活） に 於 い て し

か 成立 し え な い
。

　加 え て こ の 同時性 は ，

「絶対 性 」 に 関 係 し て くる 。
二 つ の 矛 盾 す る 対 立物 が

，

同時 に 共存 す る （主 観 と客観 ， 生 と死 ， 滑 稽 と悲惨 ， 十 字架 と復 活 等） と い う

こ と は ，
二 つ の 対 立 物 の 絶対 性 が そ れ ぞ れ 互 い に よ っ て 限定 を受 け て い る と い

うこ とで あ る 。 そ し て こ の 絶対性 の 限 定 に よ っ て
， 絶対性 か ら の 自由 が生 じ ，

ユ ー モ ァ の 笑 い が 生 ま れ る の で あ る 。

　 し か し な が ら こ の よ うな 同時性 は ， す な わ ち 絶対性 の 限 定 は 人 間の 知 性や 悟

性 で は 不 可 能 で あ る 。 何 故 な ら人 間 の 力 で は ，
一

っ の 絶 対 性 と戦 うた め に は ，

ど うして もそ れ と対 立 す る 別 の 絶対性 の 立 場 に 自ら を置 か ね ば な ら な い か ら

だ 。 自 ら の カ で ， 人 は 絶対 性 か ら決 し て 解放 され え な い
。 そ し て そ の 絶 対 性 こ

そ は ， こ の 時代 の 死 と狂気 で あ る
。

「私 た ち は
， 自分 の 不幸 に 絶対 性 を あ た え

て は い な い だ ろ うか 。
っ ま り ， 自分 の 貧 し さや 不 幸 を ど うに も な ら な い もの だ

と思 っ て は い な い だ ろ うか 。 そ の とき私 た ち は ， 人 間か ら墜落 し て モ ノ の よ う

に な っ て し ま うの で あ る
。 私 た ち は ， 自分 の 苦 し み や 悲 し み に 絶対性 を あ た

え ， ど うに もな ら な い もの だ と思 っ た り し て い な い だ ろ うか
。 そ の と き私 た ち

に あの 非 人 間化 の 親 玉 で あ る 死 が 近 づ い て い る の で あ る 。 私 た ち は ， 自分 の 思

想 ， 自分 の 立 場 を絶対 的 な も の だ と思 っ て は い な い だ ろ うか 。 そ の と き私 た ち

は ， 狂 気 に 陥 っ て い る の で あ る 」
24）

。

　 こ の 一
つ の 絶対 性 へ の 依 存 に 対 す る徹 底 し た 拒 否 の 立 場 ， す な わ ち対 立 す る
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そ れ ぞ れ の 絶対性 に 対 す る 第三 の 立 場 は ， 人 間 の 知性 や 悟性 が死 滅 し た 所 か ら

生 ま れ る 。 実 は そ れ が キ リス トの 福音 が与 え て くれ る 立 場 に 他 な ら な い
。

「イ

エ ス ・ キ リス トか ら恵 み と し て 与 え られ た 自由 こ そ が そ の 場所 で あ 」 り， そ こ

か ら真 の ユ ー モ ァ が 生 まれ る の で あ る
25）

。

　人 で な く神 で も な く， 人 で あ っ て 神 で あ る
，

こ の 同時性 に イ エ ス ・ キ リ ス ト

は 存 在 す る 。 こ の ど ち らを も絶対 化す る こ とは 不 可能 で あ る 。 む し ろ イ エ ス ・

キ リ ス トは こ の よ うな 二 者択
一

的の 絶対 化 に 対 す る 厳 し い 拒絶 と し て 立 っ て い

る 。 す な わ ち ， イ エ ス で もな く， キ リ ス トで もな く， イ エ ス ・ キ リス トで な け

れ ば 絶対 性 とい う非人 間化 の 元 凶 か ら私 た ち を解放す る こ とは 出来 な い の で あ

る 。 イ エ ス ・ キ リ ス トは そ の 名 が 示 す よ うに
， 敵対 し ， 対 立 し ， 矛 盾 す る 人 と

神 と の 問 に 立 つ
。 そ し て そ れ ら を共 に否 定 せ ず ， 共 存 さ せ る の で あ る

。
こ の

様 な 立 場 に 立 っ て 初 め て
， 私達 は現代 の 具体的 な 諸問題 に 立 ち 向か え る の で あ

る
26）

。 私達 は 罪 の 中に い る 。 し か し 同時 に 救 わ れ て い る 。 私 た ち は悲惨 の 中に

い る 。 し か し 同時 に 笑 い の 中に い る の で あ る
。

こ の 様 な ユ ー モ ァ の 最高段 階 を

イ エ ス ・キ リ ス トの 存在 に よ っ て 私 達 は 与 え られ て い る の で あ る 。

　以 上 椎名の 主張 を ま と め た が
， 彼 の ユ

ー
モ ア 論 に は 次 の 二 つ が 特徴 と して 考

え られ る 。

一
っ に は 絶対 性 の 問題 で あ り ， も う一

つ は 絶 対 性 の 拒 否 と し て の イ

エ ス ・キ リス トの 理 解 で あ る
。

　 ま ず は 絶対性 で あ る が
，

こ の 問題 は 今 ま で 議論 し て き た ユ ー モ ァ の 相対 化 の

問題 で も あ る 。 し か し椎 名 に と っ て こ の 絶対 性 は ま さ に 「絶対 的 」 な 問題 と し

て と ら え られ て い る 。 彼 に と っ て 現代 の 問題 とは ， 人 間 の 絶対性 に 他 な ら な

い
。

こ の 絶対 性 に い か に 取 り組 み ， そ し て 克 服 す る か ， 彼 の 関心 は こ こ に 集中

す る
。 そ し て そ こ に ユ ー モ ア の 視点が 導 入 され る の で あ る 。

ユ ー モ ァ に よ っ

て
， 絶対 性 が 対 立す る と い う対 話 不 能 の 矛盾 を ， 認識 し克 服 し よ う と す る の で

あ る 。 こ こ に は 大 ユ
ー

モ ア の 概念 が 見 られ る が
， そ の 中で も絶対性 の 拒絶 ，

つ

ま り相対 化 の 問題 が特 に 強 調 され て い る と言 え よ う。 し か し こ の 様 な 絶対 化 の

拒絶 と し て の ユ
ー モ ァ は ど こ か ら生 まれ そ し て 根 拠 を持 つ の か 。 こ こ に 於 い て

椎名 は 独特の 理解を展 開す る 。 す な わ ち彼 は ， 今 ま で 大 ユ
ー

モ ァ が主 に根拠 を
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持 っ て い た 神 の 絶 対 的 主 権 や 終 末 の 現 在 化 に で は な く， イ エ ス ・キ リ ス ト の 存

在 自体 に そ れ を求 め る の で あ る 。 こ れ は そ の 意味で ， トル ー ブ ラ ッ ドの イ エ ス

の 言 動 に 根 拠 を求 め た ユ
ー

モ ァ 論 よ り も
一 歩 踏 み 込 ん だ も の と な る 。 少 な く と

もイ エ ス 自身 の ユ ー モ ァ 性 ， 笑 い 等 は椎名 の ユ
ー モ ァ 論 に は ほ とん ど関 係 な い

と 言 っ て 良 い
27 ）

。

　 イ エ ス ・キ リ ス ト， す な わ ち 人 で あ り同時 に 神 で あ る と い う存在 自体 が前述

の 通 リ ユ ー モ ァ の 根拠 とな る 。 人 で あ り神 で あ る とい う絶対 的 に 対 立 す る 矛盾

が ， こ の イ エ ス
・キ リ ス ト と い う存 在 の 中 で 克服 され 共 存 す る の で あ る 。 こ れ

こ そ は ， 椎 名に と っ て の ユ ー モ ァ の 最高段 階 に 他 な ら な い
。 従 っ て 最後 に 真 の

ユ
ー モ ァ と は キ リ ス ト者 の み が持 ち うる もの だ とい う結 論 に 達 す る 訳 で あ る 。

　 さて
，

ユ
ー モ ァ の 問題 は す な わ ち絶対 性 の 拒絶 の 問題 で ある

，
こ れ は 確 か に

正 鵠 を射 る 意 見 で あ る 。 し か し相 対 的 な 世 界 に 住 む 私 達 に と っ て ， む し ろ 一
っ

の 絶対性 （と い うよ りも絶対 的 に 見 え る
一

っ の 立 場） に 立 っ て 戦 うこ とは 避 け

られ な い の で は な い か
。 聖 書の 言葉 は 同時 に そ の 種 の 戦 い を も含 ん で い る に 違

い な い
。 そ し て そ の 戦 い は 少 な く と も終末 を迎 え る ま で 続 くの で は tsい だ ろ う

か
。 混 乱 の 度 を進 め る か の 様 な歴 史 の 中 で

， 自分 の 絶対 性 の 中 に 生 き る 他 は な

い 人 間 は ， 常 に 何 ら か の 立 揚 の 選 択 を 迫 られ て い る 。 そ し て そ の 様 な 人 間 の 戦

い の 中で ， 人 間 の 罪 と神 の 主 権が 次第 に 明 らか に され ， 救済の 歴史が進 め られ

る の で は な い か 。 椎 名 は 「あ れ か ， こ れ か 」 を拒 絶す る 立 場 を提 示 し よ う とす

る 。 し か し人 間 は ， 歴 史 の 中 で ， 確実 に 「あ れ か ， こ れ か 」 を迫 られ て お り ，

そ し て そ の 選択 の 中 で 戦 わ ざ る を得 な い の で あ る 。

「あ れ か ， こ れ か 」 を超 越 す る 立場 に 人 間 は 立 ち うる の か 。 そ して そ の 立 場 か

ら果 た し て 人 間 は 歴 史 を変 え う る の か 。 椎 名 の 思 想 は あ る 意味 で イ エ ス に よ っ

て 統 合 され 完結 し た ユ ー モ ァ 論 で あ る 。 し か し そ こ に は 新 た な 出発 で あ る よ り

は 終結 に な りか ね な い ， 自己 完 結的 ユ
ー

モ ア 論 の 危険 1生が あ る 。

　 こ の 問題 は決 し て 椎名 の み の 問 題 で は な い
。

ユ
ー

モ ア 論 の 核心 の 問 題 で あ

る
。

つ ま リ ユ
ー

モ ァ は 具体的 な歴 史 に 対 し何 を提 供 す る の か ， そ し て 何 を提 供

出 来 な い の か
，

の 問題 で あ る
。

な る ほ ど大 ユ
ー モ ァ は 終 末 と い う歴 史観 か ら生
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ま れ る
。

し か し今私 達が 直面す る歴 史 の 矛盾 を， 本当に 大 ユ
ー モ ァ は具体的 な

形 で 改善 しえ る の だ ろ うか 。 そ れ に 対す る解答 を次章 の ニ ー バ ー は 示 そ う とす

る 。

第 3 章 ユ ー モ ア の 限界

　L 　 R ・ニ ー バ ー の 「ユ
ー

モ ア と信仰」 をめ ぐっ て

　 ライ ン ホ
ー

ル ド ・ニ
ー バ ー は 「ユ

ー モ ァ と信仰 」 の 中で ，
ユ

ー モ ァ の 意味 と

そ の 限界 を ， 信仰 と比 べ っ つ 明快 に 描 い て い る
28）

。

　以 下 幾 つ か の 観点 か ら ま と め て み た い
。

　（a） 不
一 致 （incongruities） の 問題

　人 間 の 問題 は そ の 存在 の 不
一 致 に あ る 。 彼 は 限 り無 く弱 い

。 し か し同 時 に 限

り無 く偉大 な存在で も あ る 。 こ の 矛 盾 の 中に 立 た され て い る の が
， 人 間 の 現実

で あ りそ し て 問題 に 他 な らな い
。

こ の 不 一 致 を如何 に 克服 す る か
，

こ れ こ そ が

人 間 に 与 え られ た最大 の 課題 で あ る 。

　（b） ユ
ー モ ァ と信仰の 関係

　完 全 なパ ー ソ ナ リ テ ィ が持 つ 性 質で あ る に もか か わ らず ，
ユ ー モ ァ の セ ン ス

が 聖書 の 神 に 見 られ な い の は 何故か ？　 そ の 理 由は ，
ユ

ー
モ ァ と信仰の 関 係が

理 解 され れ ば解 る だ ろ う。 そ の 関係 を端 的 に 表せ ば， 以 下 の 様 に な る 。

「ユ ー

モ ァ とは
， 実際， 信仰 へ の

一
っ の 序曲で あ り， 笑い は祈 りの 始 め で あ る 。 笑 い

は 宗教 の 外 庭 で 聞 こ え ね ば な らず ， そ し て そ れ は こ だ ま と な り聖地 に 於 い て 響

き合 うべ き で あ る 。 し か し ， 至 聖所 に 笑 い は 存在 し な い
。 そ こ で 笑 い は 祈 り に

飲 み込 ま れ ，
ユ

ー モ ァ は 信 仰 に よ っ て 成 就 され る 」
29）

。
ユ

ー モ ァ と 信 仰 ， そ れ

ら は共 に 私達 の 存 在 の 不
一

致 を取 り扱 う。 そ し て そ れ ら は どち ら も人 生 の 外側

に 立 と うとす る 客観的 な 精神 の 能力 で もあ る 。 し か もそ れ ら は 常 に 世界 全体 を

考慮 に 入 れ る
。 し か し な が ら ユ

ー モ ア と は ，

「本質的 に 私 達 に 影響 を 与 え な い

当面 の 不
一 致に対す る 人 間の 反応 で あ る 。 そ して 信仰 とは ， ま さに私 達 の 生 の

意味 を脅か す 存在 の 究極 的不 一 致に 対す る ， 唯
一

可能 な反応 な の だ」
3°）

。
つ ま

り ユ
ー

モ ァ と は ， 人 生 に 於 け る 日常的 で 表面 的 な 不
一

致や矛 盾 （失 敗 ， 挫折 ）
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を取 り扱 うが ， 信 仰 と は究 極 的 な 不
一

致 （死 ， 罪） の 問題 を取 り扱 う の で あ

る 。
こ こ か ら何 故 ， 聖書 に 笑 い が 強 調 され て い な い か が解 る だ ろ う 。

　（c） ユ
ー

モ ァ の 効用

　笑 い は 人 間 の 罪 の な い 欠 点 に 対 す る 正 常 な 反 応 で あ る 。 私達 全 て は ， 本 当 に

た くさ ん の 欠点 を持 っ て い る が ， も し こ れ ら を 真剣 に 取 りす ぎ る な らそ の 欠点

は と ん で も な い 厄 介事 と な る 。 そ ん な 事 柄 は 笑 うに 限 る 。 笑 い は 人 間 の 欠 点 を

耐 え られ る もの に し て くれ る し ， 人 生 に 於 け る摩擦 を減 らす 。 実際私達に と っ

て 可 笑 し い 何 か と は ， 自分 自身 を深 刻 に 取 りす ぎ る こ とに 他 な ら な い
。

こ の 様

な 深 刻 さか ら 自由 に な る た め に は ， 私 達 は 自分 自身 の 外 側 に 離れ て 立 ち ， 自 ら

を バ ラ ン ス 良 く見 つ め ね ば な らな い の だ
。 そ の 意味 で ユ

ー モ ァ とは 自己 超 越 の

副産 物 で あ り， 他 人 の 罪 よ り も 自分 の 罪 を取 り 扱 う 時 の 方 に よ り 重要性 を持

つ o

　 以 上 を 考 え る と ，
ユ ー モ ァ が 哲 学 よ り優 れ て い る こ と が 解 る 。 哲学 は 人生 の

不
一

致 を首尾
一

貫 し た理 性 的 な体系 へ と落 と し め る 。
こ の 様 な科学的 な 生 の 理

解 が ， 現 実 に 適 合 し て い な い こ とは 明 らか で あ る 。 私達 は 計画 を立 て る
。

し か

し不慮 の 事故 に よ っ て 挫折す る 。 こ の 様 な 人 生 の 不 安定性 を ， 哲学は 説 明 出来

な い
。 哲 学 の 出来 る こ と ， そ れ は人 問 の 偉 大 さ を強 調 す る こ と

， も し く は 人 間

の 弱 さ を強調 す る こ と の ど ち ら か で あ る 。 哲学 は人 生 の 不
一

致 を克服 し よ う と

し て ， 不
一 致 の ど ち ら か

一
方 を否定 し て し ま うの で あ る 。

　 そ れ に 対 し て ユ ー モ ア は ， 少 な く と も哲 学 の 様 な否定 を行 わ な い
。

ユ ー モ ァ

は 人 生 の 失望 と挫 折 に 笑 い な が ら向 き合 い
， そ れ ら を受 け 入 れ る 。 決 し て 人 生

の 不
一

致 を論理 的 な 体 系 に 落 と し め ない
。

ユ ー モ ァ は ， ま さ に 人 間 の 知 恵 の 高

い 形式 で あ る の だ
。 そ れ は 哲学 よ りも ， 人 生 の 不

一
致 に 対 し確 か に有効 な も の

と な りえ る の で あ る 。

　 （d） ユ ー モ ァ の 限 界

　 し か し ユ ー モ ア は ， 究極的 な不
一

致 に 対 し て 有効性 を持 た な い
。 す な わ ち 人

間 の 死 や 罪 と い う人 間 存在 の 究 極 的不 一 致 に対 し ，
ユ ー モ ア は 無 力 な の で あ

る 。 も し も究極 的 な 事柄 を笑 うな らば， そ れ は もは や 喜び の 担 い 手 と し て の 笑
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い で は な く ， 苦 い 嘲 りの 笑 い とな る
。 そ の 笑 い は 人 生 の 無意味性 の 表現 と な

り， ま た 責任性 を失 つ た 冷笑 へ と堕 落す る 。 も ち ろ ん 究極的 な本物 の 悪 を笑 い

飛 ば す こ とは 可 能 で あ る 。 し か しそ の 笑 い に は ， もは や 慈 しみ と し て の 寛容 さ

は な い
。 相 手 に 対 す る理 解 もな く， 非難 と審 き の み が そ こ に は あ る 。 し か もそ

の 笑 い に 残 念 な が ら現 実 の 悪 をせ き止 め る 力 は な い
。

つ ま り笑 い に は
， 歴 史 を

変 え る 力 は な い の で あ る
。 笑 い は 「単独 で 決 し て 歴 史 に 於 け る 強 大 な力 や 権 威

の 座 を破壊 し な い
。 主 人 に 対 す る 奴 隷 の 自尊 心 を守 る と い う範 囲 で ， そ の 効力

を 発 揮す る
。 そ れ は 奴 隷制度 の 撲滅 ま で 効力 を持 た な い の で あ る 。 従 っ て 暴政

の 全 て の 犠 牲 者 は ， ウ イ ッ トの 武 器 を利 用 し て 各 人 の 自尊 心 の 感 覚 を保 っ た 。

笑 い は そ ん な 犠牲者 に
， 暴君の 重 大 さを超 越 し彼 の 強大 な権力 を愚 か な レ ベ ル

に ま で 落 と し め る そ ん な さ さや か な 個人 の 世界 を提 供 し た
。 し か し な が ら も っ

と も耐 え られ な い 暴政 の 形 態 （例 え ば 強制 収 容 所 の 様 な ） が 笑 い に よ っ て 改善

され え な い こ とは 明 らか で あ る
31）

。

　究 極 的 な不
一

致 の 前 で ， 無 力 な ユ
ー

モ ア に 変わ っ て 有 効 な の は 信 仰の み で あ

る
。

た だ キ リス トの 身代 わ りの 痛 み の み が ， そ の 不
一

致 を克服す る の で あ る 。

究 極 的 な不
一

致 の 前 で ， 笑 い は 審 き と慈 し み を 同時 に 保 つ こ と は 出来 な い
。 そ

こ に あ る の は 冷笑 とい う苦 さ の み で あ る
。 しか し信仰 に於 い て は ， そ の 審 き と

慈 し み が完全 な 形 で 統
一

され る 。

「慈 し み と審 き は 暫定 的 に 笑 い の 中 に 含 ま れ

て い る 。 そ し て 慈 し み と審 きの 間 の 矛盾 は ，
ユ ー モ ァ の セ ン ス の 中で 仮 の 形 で

解決 され て い る
。

し か し完全 に 展 開 され た 義 と ， 完 全 に 成 熟 し た 慈 し み と の 間

の 最終 的 な 解決 は
， 審 き の 鋭 い 刃 先 が 鈍 る 事 な く審き の 実 行者 の 方 に 向 け られ

る 時 の み で あ る 」
32）

。 愛 と義 と い う矛 盾 す る 同 士 が 究極 的 に 統
一

され る の は ，

審 き が 自分 自身 に 及 ぶ とい う身代 わ りの 痛 み ， す な わ ち十 字 架上 の イ エ ス ・キ

リ ス トに 於 い て の み で あ る 。 こ の 様 な身代 わ りの 痛 み が
，

ユ ー モ ァ の 中 に は な

い
。 自分 自身 に 対 す る 究 極 的 な 審 き の 自覚 が ユ ー モ ァ に は な い の で あ る 。 神 の

審 き を受 け る 祈 りの 中で ， 痛 み は あ っ て も ユ ー モ ァ は な い の で あ る
。

　（e） ユ ー モ ァ の 位置づ け

　 ユ ー モ ァ とは ， 人 生 の 究極的事柄 に対 す る ， 絶望 と 信仰 と の 中間地帯 で あ
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る 。 そ し て ま た 冷笑 と深 い 悔 い 改 め と の 中間 地 帯 で も あ る 。 そ れ は 信 仰 と悔 い

改 め へ の 道そ な え を し て くれ て も ， そ れ 以上 の こ とは 出来 な い の で あ る 。 そ の

意味 で ，
ユ ー モ ァ とは 信仰 の 序 曲 な の で あ り ， 笑 い は 祈 りの 始 ま り な の で あ

る Q

　 し か し究 極 的 な経 験 で の 笑 い の 否 定 が
， そ の ま ま 人 間 の 全 経 験 に 於 け る 笑 い

を否定す る の で は な い
。 深 い 悔 い 改 め に よ る 神 との 和解 を経験 し た 者は ， 本当

の 喜び に 満 た され る 。 そ の 喜 び は 時 と し て 笑 い と い う表 現 を借 り る で あ ろ う 。

　 2．　 ユ
ー

モ ア の 限界

　ニ
ー バ ー は ， 大 ユ

ー モ ァ の 示 す終末 の 前 で の 相対 化 され た 人 問 の
， 深 い 信頼

と し て の ユ
ー モ ァ に は 重 点 を置 い て い な い

。 少 な く と もそ れ 以 前 の ， 人 間 の 高

い 知 恵 の 形 式 と し て の ユ
ー モ ァ に 深 い 関心 を寄 せ て い る 。 そ の 意 味 で は ， 彼 の

語 る ユ ー モ ァ は 「笑 い 」 そ し て 「小 ユ
ー モ ァ 」 に 分 類 され る で あ ろ う。 し か し

小 ユ ー モ ァ で は あ っ て も ， 彼 が ユ ー モ ァ に か な り高 い 評 価 を与 え て い る こ と は

注 目 に 値 す る 。 小 ユ
ー モ ア は 信仰 の 前 段 階 で は あ っ て も ， そ れ は哲学 よ り優れ

て い る の で あ る 。 信 仰 か ら生 ま れ る ユ
ー モ ァ で は な く，

ユ
ー モ ァ と い う人 間 の

知 恵 を単 体 で 扱 い そ れ の 重要性 を 説 い た の は 彼 の 特徴 で あ る 。

　更 に ニ ー バ ー は ， 今 ま で の ユ
ー モ ア 論 と違 っ て ， 特 に 小 ユ

ー モ ア の 限 界 と閻

題 を 信仰 と 比 べ つ つ 述 べ て い る 。 そ の 問題 は 主 に 二 つ
， 歴 史 の 問題 と究極的不

一
致 の 克服 の 問題 に 分 け られ る で あ ろ う。 こ の 二 つ の 問 題 を小 ユ ー モ ァ は 解 決

し え な い と ニ ー バ ー は 語 る の で あ る
。

　 とこ ろ が こ れ ら の 問題 は ， 決 し て 小 ユ ー モ ア の み の 問題 で は な い の で は な か

ろ うか 。 彼は 究極的 な場 で の 笑 い は 否定 す る が ， 信 仰 か ら生 まれ る 笑 い を否 定

し て は い な い
。 大 ユ

ー モ ア が生 まれ る 可能性 を少 な か らず示 して い る 。 し か し

彼 は そ れ を あ え て （大） ユ ー モ ア と呼 ぶ こ と は な か っ た 。 何 故 彼 が 信 仰 の 序 曲

と し て の ユ
ー モ ァ を あれ だ け 高 くそ し て 詳 細 に 評 価 し て い な が ら ， 信仰 か ら生

まれ る ユ
ー モ ァ を重 視 し な か っ た の か ？　 そ れ は 単 に そ の 機会が な か っ た と

か
， 大 ユ

ー モ ァ の 概念 を 知 ら な か っ た とか ， そ れ 以上 の 老察 や 定義 に 関 心 が な
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か っ た とい うこ とで は な か ろ う。 む し ろ ニ
ー バ ー は ， 大 ユ ー モ ァ の 概 念 を十 分

予想 して い る の で は な い か 。 そ して そ の 大 ユ ー モ ァ に対 し， 否 定的 だ っ た の で

は な い だ ろ うか 。 こ れ は や や 穿 ち過 ぎた 意 見 か も しれ な い
。 し か し こ れ だ け小

ユ
ー モ ァ の 緻 密 な検証 を行 い な が ら大 ユ ー モ ァ の 可能性 が明確 に され て い な い

とい う事 実 は ，
ニ ー バ ー が 小 ユ ー モ ァ も大 ユ ー モ ァ も結局 は 同 じ限界 を抱 え て

い る と考 え て い る事 実 を ， 示 し て い る の で は な か ろ うか 。 そ の 意 味 で 彼 の 小 ユ

ー モ ァ 論 の 問題 は ， 大 ユ ー モ ア 論 の そ れ を も包含 し て い る 。 む し ろ 彼 の 指 摘

は ， 大 ユ ー モ ァ の 問題 と決 し て 切 り離 し て 考 え て は な ら な い と言 っ て も 良い だ

ろ う。 以 上の 観点か ら， 歴史 と不
一

致 の 問題 を大 ユ
ー

モ ア と の 関連 で 考察 し た

い
。

　 ま ず歴 史の 問題 で あ る が ，
ニ

ー バ ー は 小 ユ
ー モ ア は 歴 史 を変 え え な い と主 張

す る
。 彼 に よれ ば悲惨 な 歴 史 の 現実 の 中で

，
ユ ー モ ア は 自尊心 の 擁護 は 出来 て

も， 決 し て 歴 史 の 変 革 は 出来 な い の で あ る 。
つ ま り武器 と し て の 笑 い ，

ユ ー モ

ァ は 最終 的 に 自己防衛 の 武器 に 過 ぎな い の で あ る
。 も ち ろ ん 自尊心 を守 る と い

うこ とは 重 要 で あ る 。 現実 を冷静 に 見 つ め ， そ れ に 積極 的 に 関 わ る 意欲 を保 つ

た め に も 自尊心 は必 要 で あ る 。 し か し 自尊 心 そ れ 自体 は ， 決 して そ の ま ま歴 史

変革 の 十分条件 と は な らな い
。 大 ユ ー モ ァ と は

， 神 の 主権 の 下 に 終末が 現在化

され て 生 まれ る信頼 そ し て 安 心 で あ っ た 。 そ し て そ の 信 頼 と安心 は こ の 世 の 現

実 を こ と ご と く相対化す る 。 そ れ は ，
ニ

ー バ ー が小 ユ
ー モ ァ で 否定 して い る

，

死 を も相対化 す る の で あ る 。 しか し ， こ れ が限度で あ る 。 相対化 は 決 し て 問題

の 解決 で は な い の で あ る 。 相対 化 は 問題解決 の 糸 口 そ し て 現 実判 断 の 前提で は

あ っ て も， 問題 の 意味 の 了 解 で も そ れ 自体 の 克服 で もな い
。 大 ユ

ー モ ァ の 概念

を導 入 し た ヘ プ デ ィ ン グ も， そ の 重要 性 を語 りな が ら奇 し く も こ う 語 っ て い

る 。

「ユ ー モ リ ス トが意識的 あ る い は 無意識 的 に 信 じ て い る 宇 宙の 調 和 は ， 苦

悩 と没落 が一
体の 絶対 的悲劇に 直面す れ ば崩壊 して し ま う。 だ が ，

こ の 破局 に

対 し て 人 間 の 高貴 さ を示 す こ と が で きる の は ， 悲劇的英雄 だ け で あ っ て ，
ユ

ー

モ リ ス トで は な い 」
33）

。 む し ろ 大 ユ ー モ ァ とは
， 絶対 的悲劇 ，

つ ま り究極的 な

不
一

致 に 対 し て 快 く道 を譲 る ， 謙虚 な 生 へ の 態度 と見 な した ほ うが 良い
。

ユ
ー
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モ ア の 限界 を感 じ た 時 ， 固 執す る こ と な く潔 く 自 ら の 道 を あ け わ た す者 ， 彼 こ

そ が ユ
ー

モ リス トの 名 に ふ さわ し い
。

　更 に こ こ か ら相 対 化 に っ い て も考 え た い
。 各 ユ ー モ ァ 論 は 例 外 な く相 対化 を

根本精神 の
一

つ と し て き た 。 し か し こ こ で 問題 な の は ， 相 対化 を行 う主体 自身

の 立 場 で あ る
。

い わ ゆ る 「絶 対 性 の 拒 否 」 の 立 場 に ， 果 た し て 人 間 は 立 ち うる

の か 。 人 間 に と っ て 最 も困難 な こ と ， そ れ は 自分 自身 の 相対化 で あ る 。
ニ

ー バ

ー もそ の こ と を以 下 の 様 に指 摘 し て い る 。

「究極 的 な 意味 に 於 い て
， 自己 は そ

れ 自身 に 敵対 す る 何 も の を も決 し て 知 る こ と は な い
。 今 日の 自己 は 昨 日 の 自己

の 行動 を悪 と し て 審 くか も し れ な い
。 しか し そ の こ とは 今 日の 自己 が善 で あ る

こ とを 意味 し て い る 。 私 達 は 自己 に よ る 審 き を通 っ て 自 らの 行 動 を審 くで あ ろ

う。 しか し そ ん な 審 きで 私達 は 邪悪 な行為 の 深 い 根 を知 る こ と に は な らな い
。

私 達 は 自分 の 罪 を 審 け る か も しれ な い が ， 自分 自身 を罪 人 と し て 審 く こ と は な

い 」
34）

。 今 日 の 自分 が 相 対 化出来 る の は
， 今 日の 自分 で は な く 昨 日 の 自分 で あ

る 。 人 間 は 決 し て 今 日 の 自分 を今 日相 対化 し審 く こ と， す な わ ち笑 い 飛 ばす こ

とは 出来 な い
。

こ こ に 大 ユ ー モ ァ の 限 界 が あ る 。 す な わ ち 自 らへ の 同 時的 ， 究

極的 な 審 きが 大 ユ
ー モ ァ に は 不 在 な の で あ る 。 大 ユ

ー
モ ア ，

つ ま り相対 化の 最

終 目標 は 自分 自身 の 相 対 化 で あ ろ う。 し か し 自己 の 究極 的 な 相対 化 は 決 し て ユ

ー モ ラ ス な微笑 の 中で は 行 わ れ な い
。 そ れ は 自ら が痛 む と い う審 きの

， す な わ

ち究 極 的 な 悲劇 性 ， イ エ ス ・キ リ ス トの 身代 わ り の 痛 み の 中で 可 能 な の で あ

る 。 大 ユ ー モ ァ の 真 の 目標 は ， 他 な らぬ こ の 痛み の 中で 成就され る の で あ る 。

完 全 な 愛 と義 は ， 両 者 の 絶 対 化 を拒 否 す る ユ
ー モ ァ で は な く， 審 き が 自分 自身

に 及 ぶ 身代 わ りの 痛み の 中で 成就 され る の で あ る
。

　 こ こ ま で 考 え る と大 ユ ー モ ァ とい う概 念 は ， 十 字架中心 か 復 活 中心 か で そ の

色合 い を変 える と い うこ と が 解 る
。

つ ま り ニ ー バ ー は 十 字架 の 究極的悲劇 の 中

へ と ユ ー モ ア を 収斂 さ せ る が
，

ボ ー
レ ン か ら椎名 に か けて の ユ ー モ ア は 死 の 克

服 と い う復活 の 喜び か ら 出発 し て い る 。 そ れ な らば こ の 二 つ は 矛 盾 な く総 合 さ

れ た ユ
ー モ ア と し て 視野 に 入れ る こ とが 出来 る で あ ろ うか 。 す な わ ち ユ

ー
モ ァ

か ら信仰 （十 字架） へ
， そ し て 信 仰 （復活 ） か ら ユ

ー モ ァ へ と二 つ の 段 階 的 な
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ユ ー モ ァ が 矛 盾 な く理 解 され る だ ろ うか 。 佐 藤敏 夫 は こ の 可 能 性 を示 唆 し て い

る
35）

。

　 しか し こ れ は あ く ま で 可 能性 に 留 め て お くべ き で あ ろ う。 何 故 な ら人 間 は 自

らの 力 で ， 自分 が ユ
ー モ ァ の ど の 段階 に い る の か 知 りえ な い か らで あ る 。 他 な

らぬ 相対化 され た 人 間 が ， 自分 の ユ ー モ ア の 段階 （そ れ は 自分 自身 の 信仰 の 段

階 で も あ る） を確 定 で き る な ど ， 笑 わ れ る こ と は あ っ て も真 剣 に 議論 され る 事

柄 で は な い
。 む し ろ 私 達 は 十 字架 と復活 の 間 を揺れ 動 き つ つ

， 同時 に そ れ ら を

併 せ 持 っ 存在 で あ る 。 ど ち らを も完 全 に 自分 の も の に 出来ず ， そ し て 決 し て ど

ち らを も棄却 し な い 存在 な の で あ る
。 常 に 悲 し み の 中で 十 字架 へ と 向 か い つ

つ
， 同時 に 喜 び の 中で 復活 か ら 出発 す る 存在 な の で あ る 。 そ の 意味 で 十 字架 に

至 る ユ
ー

モ ァ も ， 復活 か ら生 まれ る ユ
ー モ ァ も， 常時私達 は 併 せ 持 ち 関 わ っ て

い る と言 っ て 良 い
。 言 い 換 え れ ば こ うな る だ ろ う。 小 さな 笑 い

， そ して 小 ユ
ー

モ ア の 限 界 は 決 し て 大 ユ ー モ ァ と無縁 で は な い
。 そ し て 大 ユ ー モ ァ の 意味 と重

要性 は 決 し て 笑 い や 小 ユ ー モ ァ の そ れ と隔絶 し て い る の で は な い の で あ る 。

第 4 章 　終 末 論 的 生 活 遂 行 の 方 法 と して の ユ ー
モ ア

　 ヘ フ デ ィ ン グ は ユ ー モ ァ の 生 ま れ る 土 壌 に つ い て ， 以 下 の よ うな 説 明 を加 え

て い る 。

「経験 とい う も の は 継続的 で あ っ て 同時的 で な い か ら ， 二 度 生 まれ る

者 は 人 生 の 対 立 面 を ，
い っ そ う強 烈 に 経 験 す る こ と に な る

。 他の 同様 の 状 況 下

で も継続 的 な対 立 は
， 同 じ体験の

一
部 と し て 現 わ れ る 同時的対 立 よ り強 力 な効

果 を持 っ て い る 。 だ か ら
一

度 生 まれ た だ け の 者 が 通例 体 験 す る よ りは ， 二 度 生

まれ る 者 の ほ うが
， も っ と強 烈 な対 照 を体験 す る 可 能性 を も っ て い る

。
二 度生

まれ る 者 の 生存 は 周 期的 に分裂 し て お り ， 思 い 出 と の 絆 は 失 わ れ て い る 。 こ の

種 の 人 間 に お い て は ， 心 情 を継 続 的 に 制 御 し て い る 極端 に 対 立 す る 感情 を ， 融

合 ， 組織化 す る こ とは 非常 に 困難 で あ ろ う。 しか し， そ れ に も か か わ らず そ の

結 合 が成 功 す れ ば ，
二 度生 ま れ る 者 は 偉 大 な ユ

ー
モ リス トと な る だ1ろ う」

36 ）
。

こ の 「二 度生 まれ る 人 間」 を ， 信仰 を持 つ
， 洗礼 を受 け る と理 解 し て 良 い だ ろ

う。 洗礼 を受 け る とは ， あ る 意味 で 極端 な対立 を こ の 世 に 於い て 引 き受 け る こ
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と だ か ら で あ る 。 そ し て そ こ に は こ れ ら を 組織化 す る ユ
ー

モ ア の 可能 1生が 開 け

て くる と言 え よ う。 た だ ， そ こ か らす ぐ に ユ
ー

モ ァ へ と は繋 が らな い 。 二 度生

ま れ た もの は
， 様 々 な 矛 盾 を前 に

，

「合理 的 に す べ て を関係づ け られ な い と い

う理 山か ら ， 合理 的 な組織化 を退 け よ う とす れ ば ， す ぐ さ ま独 断論 に 逆戻 り し

て 神秘主義 」 に 陥 っ て し ま う こ と もあ る
37）

。 も し くは 首尾一 貫 し た 哲学 に ， 問

題 を還 元 し て し ま う危 険 もあ る で あ ろ う 。

　 そ れ に 対 し ユ ー モ ァ は対 立 を 決 し て 安 易 に 克服 し な い
。 そ し て そ れ は 神秘主

義 や 哲 学 と違 っ て ， 人 間全 体 に 対 す る 深 い 共 感 と愛 情 を前 提 と し ，
セ ク トを 形

作 る こ と を拒 否 す る 。
ユ ー モ ァ の 笑い は 矛 盾 と不 合理 の 中 で 刺 々 し くな っ た 人

間 の 生 活 を潤 い の あ る もの に 変 え ， 極 限 に い る 人 々 の 自尊心 を擁護す る 。 そ の

意味で ユ
ー モ ァ と は ， 対 立 し分 裂 す る 人 々 を連帯 へ と向 か わ せ る 知 恵 で あ る 。

　 し か し真 の ユ
ー

モ ァ は 自分 の 限 界 を も知 っ て い る 。 真 の ユ ー モ リス トは ， 究

極的 な 事柄 を前 に 自ら を あ け 渡す 謙虚 さ を持 っ て い る 。 こ の 世 の 全 て を 笑 うべ

き で は な い こ と を， 自分 の 生 の 態度が完結 し た もの で は な く現実 に 常 に 開か れ

て い る こ と を知 っ て い る 。 そ し て ユ ー モ ァ が 究 極 的 な 事 柄 の 解決 策 で は な く，

解決 の 前提 と し て の 態 度 で あ る こ とを知 っ て い る 。

　 私達 は ユ
ー モ ア を 過小 評価 し て は な ら な い と同 時 に ， 過 大 評価 し て もい け な

い
。 こ の 様 な 緊 張 の 中 で こ そ ，

ユ ー モ ァ は 生 き生 き と そ の 役割 を果 た す の で あ

る 。 大切 な こ とは ， 何 を ユ
ー

モ ァ を も っ て 取 り扱 い
， 何 を ユ

ー モ ァ で 取 り扱 え

な い か
，

っ ま り何 を笑 い
， 何 を笑 え な い か の 正 し い 認 識 で あ る 。

　終末 論的 ユ ー モ ァ は ， 笑 い の 根拠 を終末 と神 の 主 権 に 置 く。 そ れ 故 ， こ の 世

の 矛盾 を 全 て 笑 い 飛 ば す こ と が 出来 る か の 錯覚 に 陥 る 。 し か し そ の 様 な 高 ら か

な 笑 い は ， 神 に し か 許 され な い
。 世 界 の 絶対的主権者 に し か ， そ の 笑 い は不 可

能 で あ る
。

ユ
ー モ ァ と い う知 恵 を 用 い る 人 間 は ， た と え 他者 を 相対 化 し え て

も ， 自分 を相 対化 す る こ とが 困 難 な不 完全 な存在 な の で あ る 。 そ の 様 な人 間

に
，

こ の 世 の 全 て を 見通 し た 笑 い は 不 可能 で あ る 。 完 全 な 笑い は ， 天上 に し か

な い
。 究 極 的 な 矛 盾 を 前 に

， 人 聞 は も は や ユ
ー

モ ァ の 立場 を必 要 と し な い
。 そ

こ で は た だ 神の 審 きの 前 で の 祈 り と悔 い 改 め が必 要 な の で あ る 。
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　 し か し本当 に ， 果 た し て 私達 は 笑 うべ きを笑 い
， 笑 っ て は い け な い も の を 笑

わ な い で い る だ ろ うか 。 む し ろ 現 実 は 逆 で は な い か 。 す す ん で 笑 う べ き も の

を ， 恐 怖 や傲慢 さや 不 真面 目 さに よ っ て 笑 わ な い で い る 。 そ して 笑 っ て は い け

な い もの を ， こ れ も 同 じ よ うな 理 由で 笑 っ て い る 。 こ の 様 な笑 うべ き対 象が 倒

錯 し た もの を ， 私 達 は 決 し て ユ ー モ ァ と は 呼 ば な い
。

　 何 を笑 うか
，

こ れ は 大 き な 問題 で あ る 。 そ こ に は ユ
ー モ ァ の 命 が か か っ て い

る か らで あ る 。 そ し て そ こ に こ そ ， 信 仰 の 自由の 根拠 が 現 わ れ る か ら で あ る 。

私 達 に は
， 厳粛す ぎ る もの を笑 い 飛 ばす 闊達 さ が必 要 で ある 。 ま た 笑 い 過 ぎ る

こ と に 対 し て も ， 謙虚 に 反 省 す る 誠 実 さ が 必 要 で あ る 。 そ し て 笑 え る こ と と笑

え な い こ と と を見 分 け る 信仰 が
， 必 要 な の で あ る 。

結 　語

「こ う し た フ モ リス トの 立 場 を現代人 は 実 に し ば し ば 宗教 的立 場 と混 同 し て

し ま っ た 。
い な

，
の み な らずそ れ が キ リス ト教 的宗教性 で あ る と ま で 思 い 込

ん だ の で あ る 。 だ か ら小 生 は い た る と こ ろ で そ こ ま で 立 ち返 る べ く努 め る の

だ 。 そ し て こ の 態 度 は 決 して 無 理 な 背伸び や こ じ つ け で は な い
。 とい うの も

フ モ リス トの 立 場 は ，
フ モ ー ル が 宗教的段 階 へ 隣 接す る 境界線 と し て の 境地

に ほ か な らぬ が ゆ え に
， きわ め て 包 摂的 で あ る か らだ 。 こ と に そ の 悲哀 を や

ど し た 調 べ の ゆ えに 広義 の 宗教的立 場 とそ っ く りの 類似 性 を 見せ る が ， し か

しそ れ は も の ご と を全 体性 の カ テ ゴ リ
ー に 照 ら し て 見 る こ と に 慣れ て い な い

人 の 目が 欺 か れ る だ け の 話 に す ぎな い
。 そ の 点 を最 も よ くわ き ま え て い る の

は 余人 な らぬ こ の 小 生 で あ る 。 なぜ な ら小 生 は み ず か らの 本質を フ モ リ ス ト

な り と心 得 て 自分 の 生 を 内在 の 世界 に 接 し な が ら ， キ リス ト教的宗教性 の 立

場 を追 い 求 め て や ま な い 存 在 な の だ か ら」。 　　　　　　 　 キ ル ケ ゴ ー ル
38）

　信仰 と い う名 の 山が あ っ た とす る 。 そ の 頂上 に は ， 神 との 和解 とい う輝 くば

か りの 栄光 が あ る 。 そ し て そ の 頂 上 を囲む 樹 海 に は
， ど ん な木 が 生 え て い る の

か 。 頂上 に 至 る道 ， そ して 帰 る道 は ど ん な道 な の か 。 多分 そ れ は 神秘 主義 の 森
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で もな く ， 哲 学 の 道 で も な か ろ う 。 そ うで は な く ， き っ と そ れ は ユ ー モ ァ の 森

で あ り， 笑 い の 道 で あ る と私 達 は 結論す る 。 そ し て キ リ ス ト者 は ， 深 刻 な 哲学

や理 念 に 代 え て ， そ ん な賛美 に 浴 れ る 森や道 を人 々 に 伝 え る 責任 が
， 特 権 が あ

る 。 私 は そ う， 信 じ て い る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （1991年度　東神大修士 論文）

注
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315頁 。

コ ヘ レ トの 言葉 7 ： 15
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R ・ボ ー レ ン 「第 V 節　 ユ
ー モ ア に つ い て の 付論」
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『生 の 感情 と し て の ユ
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ユ ー モ ア

論 を進 め て い くに あ た りこ の 定義 は 優れ て お り本論文 で も こ の 概念 を使用 した

い
。 た だ し本論 文 で の 定義 は ヘ フ デ ィ ン グの そ れ と 以 下 の 点 で 相違 す る 。

1． ヘ

フ ディ ン グは 小 ユ ー モ ア
， 大 ユ

ー
モ ア を個別感情 と全 体感情 と い う心理 学的観点

か ら区 別 し て い る が ， 本 論文 は そ れ を 行わ な い
。

2．　 本論 文 は 神及 び 終末 の 概念

を積 極的 に 大 ユ
ー

モ ア に 導 入 す る が ，
ヘ フ デ ィ ン グは それ らの 概念 を使用 して い

な い 。

宮 田，前 掲書， 245頁 。

パ ウル ， 前掲書 ， 138頁 。

ピー ター ・ バ ー ガー
（『天 使 の うわ さ　現 代に お け る 神 の 再 発 見 』 荒 井俊次訳 ，

ヨ ル ダン 社 ，
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， 140−141頁） は ， 自然神学 的立場 か ら， 垂直次元 を持 つ ユ
ー

モ ア や 笑 い を ， 超 越 的 な もの を 指 し示 す 「 し る し 」 と し て 理 解 し て い る 。 人 間が

究極的 な悲劇 の 中で も笑 い を忘れ な い の は 何故か 。 そ れ は 人 間が ，
こ の 世を越え
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25）

26）

27）

28）

29）

30）

た秩序 と救 い が存在す る こ とを 無意識の うち に 感 じ取 っ て い る か らで あ る
。

つ ま

りユ
ー モ ア や笑 い の 存 在 は ， そ の ま ま 究極的 な存在， 秩序 が 存在す る こ と の 証 明

で もあ る 。 人 間 に と っ て 喜劇 とは ， そ れ を感 じ る 者の 主体 的事実 で は な く ， 客観

的 な超 越の し る し で あ る と し ， 彼 は こ こ に ユ ー モ ア の 神学 的可 能性 を見 出 して い

る 。

ボ ー レ ン
， 前 掲書 ， 425頁 。

コ リ ン トの 信 徒 へ の 手 紙 1 ，
10 ：4−5 。

ボー レ ン ，前 掲書， 426頁 。

ボ ー
レ ン ， 前掲 書， 428頁 。 以上 「ユ ー

モ ア に つ い て の 付論 」 （423− 438 頁） を ま

とめ た が そ の 中の 説教に 関する 議論は
一 部省略 して い る 。

キ ル ケ ゴ ー
ル

，

『キ ル ケ ゴ ール 著作集 7　哲 学的 断片 へ の 結 び と して の 非学問的

あ とが き （上）』 ， 杉 山 好 ， 小 川圭治 訳 ， 白水社 ， 1968， 157頁 。
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ー
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− 19頁。
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「 こ うし て ， 時が 満 ち る に 及ん で ， 救 い の 業

が完成 され ， あ らゆ る もの が ， 頭 で あ る キ リス トの もと に
一

つ に ま と め ら れ ま

す 。 天 に あ る もの もち に ある もの もキ リ ス トの もと に一
つ に ま とめ ら れ る の で

す 」 （エ フ ェ ソ の 信徒 へ の 手 紙　1 ：10）。

椎 名麟 三 ，

『椎 名麟三 信仰著作集 』   　『ユ ーモ ア に つ い て 』， 教文館 ， 1977， 12

頁 。

椎名 ， 前掲 書，
72頁 。

椎 名 ， 前掲 書 ， 132頁 。

椎名 ， 前掲 書 ， 138頁 。
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モ ア の 形 を見 る の で あ る。
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