
Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一 157 一

裏切 りに つ い て

神 　代 　真砂実

　 『神 学 』60 号 に お け る拙 論 「信 じ る こ との 倫 理性 」 は ， 広 い 意味 で の 「信 じ

る こ と」 と倫 理 との 問 に あ る 直接 的 と言 っ て よい ほ どの 密接 な関係 を示 唆 し よ

う とす る もの で あ っ た 1）
v 今回 は 「信 じ る こ との 倫 理性 」 の 最 後 の と こ ろ で 予

告 し て お い た ， 信頼 の 崩壊の 問題 を扱 い た い 。 付 け 加 え て お け ば
，

「信 じ る こ と

の 倫 理 性 」 も今 回 の 拙論 も ， 信 仰論 （19 世紀 的 な ， 信仰 の 記 述 に よ っ て 展 開 さ

れ る組織 神 学 の 意 味 で は な く ， 神 学 の
一 主題 と し て 展 開 され る もの とい う意味

で ） 構築 の た め の 覚え 書 き とい っ た 性 質の もの で あ る 。

　信頼の 崩壊 を扱 う本 論文 は
，

し か し 「裏切 りに つ い て 1 と題 され て い る 。 信

頼の 崩壊 は ， 言 うま で もな く裏切 り と同
一
で は ない 。 む し ろ信 頼 の 崩 壊 が 起 こ

る原 因 とし て 裏切 りが あ る とい うの が 正 確 で あ ろ う。 今 年 （2000 年 ） も信 頼 の

崩 壊 を意 識 させ られ る事件 が起 こ っ て い る n 代表的 なの は 雪印乳業の 食中毒事

件 で あ っ た 。 あ る い は 一
連 の 警察不 祥 事 や 医療 ミ ス

， さ らに 三 菱 自動 車 の リ コ

ー
ル 問題 や コ ン コ ル ドの 墜 落 な どを思 い 出す 読 者 もあ ろ う。 こ れ ら の

， 消費者

や 利 用 者 ， ま た 市 民 の 信頼 を崩壊 させ る 事件 とい うの は ， ま さに 会 社 な どの 相

手 に よ っ て 「裏切 られ た 」 と い う経 験 （こ の 言葉 そ の もの は 使 わ な くて も） な

の で あ る 。 こ の よ うに 裏切 り と信頼の 崩壊 とは 因果 関 係 に あ るの で ， こ こ で ど

うし て も裏切 りの 問題 を 考 え ， そ れ を 手 が か りに し て 信 頼 の 崩壊 は ど の よ うに

し て 起 こ るの か を論 じ て お か な けれ ば な らな い 。

　 こ こ で も主 要 な対 話 の 相 手 と し て H ．リチ ャ
ー

ド
・
ニ

ー バ ー
の 『地 上 に お け る

信仰　　人 間 の 信仰の 構造 の 探求』2） を取 り上 げ る こ とに し た い 。 ま た ， 今回
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 わか も りよ し　き

は特 に 裏切 りの 問題を取 り上 げ るの で ， 哲学者 の 若森栄樹が 書い た 『裏切 りの

哲学』
3） を も扱 い ， 改め て 世 俗 の 思 想 との 対 話 を も試 み て み た い 。 若 森 に 導 か

れ る こ とで ， 後 で 明 ら か に な る よ うに
， 裏切 りの 積極的意味 を も考 え る （前 に

論 じ た こ と と矛 盾す る こ とな し に ） こ とに もな る 。

　 さて ， 若森 の 『裏切 りの 哲学』は ， 100 頁 余 りの 小 さな書 物 で あ る 。 哲 学 書

と して 充 分 に 緻 密 に 練 ら れ て い る と は 言 え な い （特 に 第 2 章 は そ うだ ） し
， 著

者 の 言 い た い こ とも決 し て 明快 で あ る とは 言 い か ね る 。 そ れ に もか か わ ら ず ，

こ こ で 実 存 主 義 的 立場 か ら論 じ られ た 裏切 りは 示 唆 に 富 ん で い る 。

　若森 の 言 う　「裏切 り」 は ，
つ ま る と こ ろ 「自 己 の うち の 真実 へ の 忠 実」

4） で

あ る 。 こ れ が
一

体 ど うい うこ とで あ る の か ， も う少 し詳 し く見 て み よ う。 若 森

自身 は こ れ を 「法 の 側 か ら見れ ば ， 裏切 りと見 え る け れ ど も ， 決 し て 裏切 りで

は な い よ うな 事態 」
5） で あ る 裏切 りの こ と と も言 っ て い る 。 こ れ らを ま とめ る

な ら ， 自己 へ の 忠実 に よ っ て 法 を 裏切 る こ と と し て の 裏切 りが 問 題 だ とい うこ

とに な ろ う 。 も っ と も ，
こ の 場合 の 「法 」 とい うの は ， 実定法 の こ とで は な い 。

む し ろ 「生 き方 ， 行 動 の 原則 」
6） と言 う方 が ふ さわ し い 。

　 こ の 議論 を 解釈す るの に
， 前 に 見 た ニ ー バ ー

の 提示 す る 「信 じ る こ との 三 極

構 造 」 を 思 い 起 こ す の が よ い だ ろ う 。
「我 」・「汝 」

・「大 義」 の 三 つ の 極 か ら 生 じ

る こ の 構造 に お い て ， 我 と汝 との 信頼関係 が 維持 され る の は ， 両者 が 両者 を超

え る もの に よ っ て 結 び 合 わ され て い る 場 合 な の で あ る 7）。 た だ ， そ の と き に 我

我は さ ら に
一

歩 ， 議論 を 進 め て お い た 。
ニ ー バ ー 自身 の 『徹底的唯

一
神信仰 と

　 　 　 　 　 　 　 　 や ま ぎし と し　お

西 洋 文 化 』
8）

お よ び 山岸俊男 の 『信頼 の 構造　　こ こ ろ と社 会 の 進 化 ゲ ー ム 亅9）

を参照 し な が ら， 「大 義 」 の レ ヴ ェ ル の ズ レ が 起 こ り得 る こ と ，
つ ま り 「我 」 と

「汝 」 が 異 な る 「大 義 」 を 持 っ て い る た め に ， 両 者 の 間 の 信 頼 関 係 が 崩 れ る 可 能

性 が あ る こ とを確 認 し た の で あ る
1ω

。

　若森 の 話 に 戻 ろ う。 若森 の 議論 の 中に も ，
こ の 三 極構造 に 対 応す る もの が あ

る 。 先 に 触 れ た 「法 」，
つ ま り 「生 き方 ， 行 動 の 原 則 」 が 「大義 」 に 相 当す る と

考 え られ るか らだ 。 こ の 「大義」 で あ る 「生 き方 ． 行 動 の 原則 」 を 共 有 し て い
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る と考 え て い た 「我 」 と 「汝 」 が ， そ の 違 い に 気 づ き ， 相 手 へ の 信 頼 を 失 う と

き ， それ は 裏 切 り と し て 意識 され る 。 注 目し て お い て よい の は ， 若森が 裏切 り

を 「物 と物 と の 関 係 」
ll＞

と言 っ て い る点 で あ る。 若 森 の 言 う 「物 」 が ， 「法 」
・

「生 き方 ， 行 動 の 原 則 」 の こ とで あ っ て ， 我 々 の 言 う 「大義」 の こ とで あ る の

は ， そ の 文 脈 か ら明 らか だ 。 大義 と大 義 との 関 係 ， 言 い 換 え れ ば 大 義 の レ ヴ ェ

ル の ズ レ に こ そ ， 裏切 りの 場 所 が 存在す る 。

　 し か し こ こ で さ ら に 丁 寧 に 論 じ る 必 要 が あ る 。 「法 の 側 か ら 見 れ ば ， 裏 切 り と

見え る けれ ど も ， 決 して 裏切 りで は な い よ うな事態」 こ そ が ， 若森 の 考 え よ う

と し て い る 裏切 りで あ る わ け だ が ， こ れ は 言 い 換 え れ ば ， 大 義 を 裏 切 りな が ら

も ， 裏切 りで は な い とい うこ とに 他 な らな い 。 こ の よ うな 言 い 方 が 成 り立 つ た

め に は 言 葉 を 補 っ て ，
「あ る 『大 義』は 裏切 りな が ら も ， 別 の 『大 義 』 に 対 し て

は 忠 実 で あ る が ゆ え に 裏切 りで は な い 」 とす る の が よ い だ ろ う。 大義 に 相 当す

る も の が （ど の よ うな もの で あ れ ） 失 わ れ る と い うこ とは あ り得 な い か ら で あ

る 。 そ の こ と は 先 に 引用 し た よ うに ，
「自己 の うち の 真 実 へ の 忠 実 」 と い う仕方

で 若森が （積 極 的 に ） 裏切 りに つ い て 語 っ て い る こ とか ら もわ か る は ず だ 。
つ

ま り ， 自 己 と い う大 義 へ の 忠 実の 方が ， 他 の 大 義 へ の 忠 実 よ り も優 先 され ， そ

の 結果 と し て 後者 の レ ヴ ェ ル で 考 え られ る な ら裏切 りが 起 こ る とい うこ とを ，

若 森 は 言 っ て い る わ け で あ る 。

　 こ うい うわ け で あ る か ら ， 若森 に と っ て の 究 極 的 な大 義 は 「自己 」 で あ る と

言 っ て よ い 。 そ し て ， こ こ に 若森 の 議論 の 持 つ 実存主 義 的 ・個人 主 義 的 性 質 が

明 瞭 に 浮 か び 上 が っ て くる 。 次 の 文 章 を 見 て み よ う。

裏 切 りは 人 を 孤 立 させ ま す 。 し か し そ れ は 人 間 を意識 的 ， 自覚 的 個 人 に す る

の で は な く ， む し ろ 意識的 ， 自覚的 な人 間 ，
「主 体」 と し て の 人 間 を そ の 根 幹

か らゆ る が し ， 個 人 と し て 他 者 に 語 りか け ， 共 に 行 動 し ， 他者 と物 を ， 事 柄

を ， 言 葉 を ， 分 か ち あ うこ と を不 可 能 に す る の で あ っ て
， 自分 と他者 と の 共

有 を 不 可 能 に す る ば か りで な く， 自分 を 自分 自身 と共 有 す る こ と さ え 不 可 能

に す る の で す。 裏切 りに よ っ て 「私 」 は ， 私 に と っ て さえ他 者 な の で す 。

12）
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裏切 りは 「人間 を意識的 ， 自覚的個人 に す る の で は な」 い と若森 は 言 う。 こ こ

か らすれ ば
，

い わ ゆ る 「実 存主 義」 とは 異 な る よ うに も思 わ れ る 。 けれ ど も ，

「自分 と他者 との 共 有 を不 可 能 にす るば か りで な く， 自分 を 自分 自身 と共 有す る

こ と さえ 不 可 能 に す る 」 とい うの は ， 人 間 が 持 つ 社 会性 の 徹底 的 な 拒絶 （意識

化 に 必 要な 言葉 は ， 社会 な し に は あ り得 な い か ら）で あ り， そ の 意味 で 若森は ，

あ らゆ る 社 会性 をは ぎ と っ た 自己 こ そ を提 示 し て い る と言 え るだ ろ う。 こ こ に

あ る の は ， そ の よ うに 徹底化 され た 実存主 義あ るい は 個 人 主 義なの で あ る 。 こ

の こ とは ， 若森 が （「自己 の うち の 真実 へ の 忠 実」 の た め に なす）裏切 りを死 と

重ね 合 わ せ て 論 じ て い る と こ ろ か ら もわ か る 13）
。 こ の 死 を 引 き受 け ， そ の 危 険

に 直面 し な が ら 生 き る こ とだ けが ， 真実に 生 き る こ と な の だ と され る
14）。 「そ

の リス ク を避 け た生 は 冗 談 の よ うな生 とな る で し ょ う」
15） と若森 は 言 うが ，

こ

れ もま た 実存 主義 的 な要 素 で あ る
16）

。

　 もち ろ ん ， こ こ まで 徹 底 化 す る の に は 問題 もあ る わ けで ，こ の よ うに 意識 化 ，

言 い 換 えれ ば ロ ゴ ス 化 を拒否 し て し ま うな らば ， こ れ 以 上 に 究極的な大義 と し

て の 自己 を 論 じ る の は 不 可 能 で あ る （もし も ， それ をす る とす れ ば ， ま さに 事

柄 を裏切 っ て し ま うこ とに な る だ ろ う）。 だ が
， 我 々 とし て は 問わず に は い られ

な い 。 そ うな る と一
体 ， そ の 「自己 」 とは 何 で あ る の か 。 それ は 感 覚 や 衝動 や

恣 意的 な 意志 の 働 き に 過 ぎな い もの に な っ て し ま うの で は な い か 。 そ の と き人

間 は ， 野 獣 よ り も危険な もの に な っ て し ま うの で は ない か 。

　 さ ら に ， 若森 の 議論 の 難点 を も う
一

つ 挙げ て お く と，
こ の よ うに 徹底 的 に 社

会性 を は ぎ と られ た 自己 同士 の 間 に 成 り立 つ 「友 情 」
17＞ とい うこ とが あ る 。

「も

し ほ ん と うに 友情が あ る な ら ， そ の 友情は ， ま さに 裏切 り，
つ ま り友情 の 絶対

的 切 断 を こ そ 赦 す こ とに あ る の で な け れ ば な り ませ ん 」
18）。 裏切 りが 「友 情 の

絶対 的切 断 」 に な る の は ， 若森 の 言 う裏切 りが 社会性の 徹底 的 な拒否 で あ るか

らで あ る 。 し か し それ を 「赦 す 」 の が 友情だ と若森 は 言 う。 裏切 りを赦す こ と

に お い て ， 社会性が 回復 （し か し新 た な形で ） され る こ とに な る の だ 。 とこ ろ

が ， こ こ に 問題 が あ る 。 第
一 に 若森 は 「赦 す 」 と言 うけれ ど も， こ れ は 「許 す」

と言 う方 が 正 確 で あ ろ う。 裏切 る こ とが 正 し い の で あ る以 上 ， 赦 され る必 要 は

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

裏 切 り に つ い て 　
一 161 一

な い 。 赦 され る べ き事 柄 で あ る な ら， そ れ は あ る法 （掟 ） に 対 す る 違 反 で あ る

はず な の だ が ，
「自己の うち の 真実」 を大義 とす る 以 上 は ， そ の よ うな 法や掟 は

問 題 に な ら な い こ と に な る 。 互 い に 裏 切 る の を 認 め 合 う関 係 が ， 若 森 の 言 う

「友情」 なの で あ っ て ， そ うで あ る以 上 は
，

こ こ に 存在す る の は 「赦 し」 で は な

くて 「許 し 」 と な ら ざ る を 得 な い 。 し か し ， 第 二 に 言 わ な け れ ば な ら な い が ，

そ うす る と一
体 ． そ の 「友情」 の 中身は何 な の か 。

「友情 の 絶対的切断」 を 含ん

だ 友情 と い うの は 空虚 な もの な の で は な い か 。 自 らを 否 定 す る こ と し か 出来 な

い 友情 に は 内 容が な い 。 先 に 述 べ た こ と を 繰 り返 す こ と に な るが
，

こ れ で は 結

局 「そ れ ぞ れ が 好 きな こ とをす る の を 認め る 」 とい うこ とに しか な らず ， そ こ

に 築 か れ る社 会性 も全 く脆 弱 な も の で しか な い で あ ろ う。

　他方 ， こ の 「自己の うち の 真実 へ の 忠実 」 の た め に な され る 裏切 りと い うも

の か ら学 ば され る こ と も あ る 。 今 も触 れ て お い た よ うに ， 究 極 的 な 大 義 と し て

の 自己 を 論 じ る若 森 の 議論 は ， そ の 自己 を 主 題 と し よ うとす る 限 り ， 行 き詰 ま

りに な ら ざ る を 得 な い 。 若 森 もそ れ を 意 識 し て い る の か ， 彼 の 議 論 は 日 本 論 へ

と方 向を 転 じ ， 日 本 を裏切 る こ とが 考 え られ る よ うに な る。 実は ，
こ こ が 興味

深 い と こ ろ な の で あ る 。

　 「日本 を 裏切 る 」 とい う言い 方 を し た が ， そ れ は ， 日本 を大義 とす る の を 拒否

す る こ と ， そ の 意 味 に お い て 裏切 る こ とで あ る。 も う少 し 丁 寧 に 見 て み よ う。

若森の 考 え で は
， 日本 と い う大 義 ， 言 い 換 え れ ば

，
「生 き方 ・行 動 の 原 則 」 で あ

る 「法 」 と し て の 日本 が 現れ る の は ， 「自粛 」 とい う現 象 に お い て で あ る
19）

。

こ れ は さらに ，
「人 間 関 係 （外 国 人 との それ も含 め て ） の なか で ， 相手 を 見 て ，

つ ま り， 二 者 の 間 で 相 対 的 に し か もの を言 っ て は い け な い ， とい う法 」
2ω だ と

も言 い 換 え ら れ る こ と に な る 。 そ し て ， こ の 法 との 同
一

化 に よ っ て 「日本 人 の

ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ー

は つ く られ て い 」 る の で あ る 21）
。 こ うい うわ け で ， 日本 を

裏切 る こ とは 日本 的 な相対 主義 （森有正 の 言 う　「二 項方式 」
22
り を裏切 る こ と

で あ り， 若 森 は
， 真正 な 自己 で あ る た め に は

，
こ の 裏切 りを 「自粛」 し て い て

は な ら な い と考え て い る 。

　 こ の 議論 を ， よ り倫理 学 的な形 に 言 い 換 え て み よ う。 既 に 思 い 起 こ し て お い
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た よ うに ，
ニ

ー バ ー の 提 示 す る 「信 じ る こ との 三 極 構 造 」 に お い て も ，
「大 義 」

の レ ヴ ェ ル の ズ レ
，

つ ま り 「我 」 と 「汝 」 の 持 つ 異 な る 「大 義 」 の ゆ え に ， 両

者 の 間 の 信頼関係 が 崩れ る可 能性 が 示 唆 され て い た 。 日本 に お け る 大 義が ， 若

森 の 指摘す る相対 主 義で あ る とすれ ば ， そ して ， そ の 意 味 で ニ
ー バ ー の 類型 論

の 「多神主義」 で あ る とすれ ば 23｝
， 同 じ く， そ こ で の 「徹底 的唯一 神主義」

24＞

に 相 当す る キ リス ト教信 仰 の 立 場 との 間に は ， 明 らか に 大 義 の ズ レ が 存 在す る 。

こ こ か ら浮 か び 上 が っ て くる の は
， キ リス ト者 で あ るが ゆえ に ， 日本 （の 大義）

を 裏切 る とい うあ り方 で あ る 。

　 とい うこ とは
， 信 仰 の 視点 か らすれ ば ，

「裏切 り」 を必 ず し も否定 的 に ば か り

捉 え る こ とは な い わ け で あ る 。 キ リス ト者 とし て の 判断 ・行動 が ， 日本 の 大 義

で あ る相対 主義 に 馴 染 まず ， それ ゆえ に キ リス ト者 が 「裏切 り者 」 と見 做 され

る こ とが あ り得 る 。 い や ， それ ばか りか
， 自己 の 属す る集団 （家や会 社 な ど ，

あ る い は 教 会 とい う場 合 さ え あ ろ う） の 中 で ， そ の 集 団 そ の もの が 大 義 とな っ

て い る 場 合 ，
そ の 集 団か ら 「裏切 り者 」 と見 做 され る判断 ・行動 をす る こ と も

あ るだ ろ う。

　若森 の 指 摘 し て い る よ うに ， 英語 や フ ラ ン ス 語 で は 「裏切 る 」 と い う意 味 の

言 葉 で あ る betrayや trahir に ， も う一 つ 「秘 密 を 漏 らす ， 暴露 す る 」 とい う意

味 が あ る 25）。 こ の こ とを 踏 ま え て 言 え ぱ ，裏 切 りとは 大義 の 暴 露 ， あ る い は 開

示 の 出 来 事 だ と い うこ とに な ろ う。 裏切 りが な され る とき ， 裏切 る 者は
， 自分

の 大 義 を 明 らか に す る こ とに な る の で あ る 。 キ リス ト者 が ，
い ま述 べ た積極的

な 意味 で の 裏切 りを なす こ とが あ るな ら， それ は 究極 的 な大義 で あ る神 を 指 し

示 す 行為で あ る に 違い な い 。

　た だ し
， 念 の た め に 一 言 ， 補 っ て お くと ， キ リス ト教信仰の 立 場 に 立 っ て い

る つ も りで あ っ て も ， 実 際 に は 神 な らぬ も の が 大 義 と な っ て い る 場 合 もあ り得

る わ け で ， 裏 切 りの 積 極 的意 義 を 認 め る こ とは 正 しい と し て も ， 現 実 に お い て

は
，

こ れ は 用 心 深 く取 り上 げ られ な けれ ば な らな い
。 そ し て ， 既 に 示 唆 し て お

い た こ とで は あ るが ， ま さに 同 じ理 由か ら若森 も批判 され な けれ ば な らない で

あ ろ う。 裏切 りが肯定 され る の が
， 真正 の 自己 とい う大 義 に お い て で あ る な ら
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ば ， そ の 裏 切 りは 徹 底 的 な 利 己 主 義 の 原 理 に 基 づ く もの で し か な くな る か ら だ 。

　 さ て ，
こ の よ うに キ リス ト教倫理 の 立 場 か ら裏切 りが 肯定 され る場合 が あ る

わ け で あ る が
，

こ れ は あ く まで も究極的 な大 義 ，
つ ま り神 へ の 信頼 と忠実が 成

立 し て い る か ら こ そ 可 能 な もの で あ る 。 そ し て
，

こ の 究極 的 な 大 義で あ る 神 と

の か か わ りに お け る裏 切 りに つ い て も， 考 え な け れ ば な らな い 。 こ れ は ， あ く

ま で も否 定 的 に し か 捉 え られ な い 裏切 りで あ り ， 通 常 な ら 「罪 」 と呼 ばれ る も

の で あ る 。 言 い 換 えれ ば ， 信 仰 論 の 文 脈 に お い て は ， 神 に 対 す る 裏切 り とい う

仕 方 で 罪 は 把 握 され る こ とに な る の だ 。

　否 定 的な裏切 り とい う議 論 は ， 当然の こ となが ら 若森 に お い て は 成 り立 た な

い 。 若森 は ， 真 正 の 自己 で あ る た め の 裏 切 りを 論 じ て い る の で あ り， それ を 日

本 を変 革す る 事柄 と し て 捉 え て い る の で あ るか ら ， 裏切 りを 「罪 」 と し て ， あ

っ て は な らな い もの と し て 受 け 止 め る こ とは 出来 な い 。 し た が っ て ， こ こ か ら

は 議 論 の 重 点 を ニ
ー バ ー

の 方 に 移 し て い か ざ る を 得な い 。 別 の 言 い 方 を す れ

ば ， よ り （キ リス ト教 ） 神 学 的 ・倫 理 的 問題 へ と移 行 し て い く こ と に な る の で

あ る 。

　 そ こ で ， 先 程 ， 思 い 起 こ し て お い た 「信 じ る こ との 三 極 構 造 」 で あ るが
， そ

こ に お け る 「大 義 」 に 相 当す る もの が 無 数 に あ り得 る以 上 ，
こ の 三 極構造 は 無

数 に あ る とい うこ とに な る。 し か し ，ニ ー バ ー に よれ ば ，「我 々 が 我 々 の 世界 に

お い て 見 出 す 信 仰 の 諸構 造 〔三 極 構造の さ まざ まな 場 合〕 は 神的事柄 の 影 や 像

で あ る ば か りで は な く， 究極的な構 造 に 参 与 し て い る 」
2ω

。 こ の 究 極 的 な構 造

に お け る大義 は ，
「超越 」

・「存在 」
・「存在 の 根 底 」

27） と 呼 ば れ て い る の で
， 神

（ニ
ー バ ー

の 言 う 「徹 底 的唯
一

神 信 仰 」 に お け る信 頼 と忠 実 の 対象）と言 い 換 え

て も よ い 28）。 そ し て ， 地 上 に お い て 可 能 な 諸 構 造 が ， こ の 究 極 的 な 構 造 に 依 存
　 　 　 　 　　
し て い る と い うこ と は ，

「信 じ る こ と」 の 破 れ ・信頼 の 崩壊 は ， 神 に 対 す る信頼

の 崩壊 と結 び つ い て い る ， い や ， そ れ ど こ ろ か 後 者 が 前 者 の 原 因 とな っ て い る

と い うこ と で あ る 29＞
。

　そ うす る と ， こ の 神 に 対 す る 信 頼 の 崩壊 と忠 実の 喪 失 ，
つ ま り信 仰 の 破 れ は ，
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ど の よ うに し て 起 こ る の か 。 こ れ は 当然 ， 堕罪 を 考 え る こ とに な る わ け で あ る

が
30）

，
ニ

ー バ ー
の 説明の 概要 は次の よ うなもの で あ る 31）

。 人 間 が 自我 の 意識 ，

さ らに は 周 囲 の 人 々 や共 同の 生活 とい う意 識 に 目覚 め る とき ， そ こ に は 「約 束

の 感 覚 」 が あ る 。 それ は
， 人生 が 意味 と輝 きを持つ もの に な る とい う約束の 感

覚 な の だ 。 こ れ は ， 単 に 個 人 に 与 え られ た 約 束 で は な い 。 こ の 感覚 が
， 自我 の

意識 の み な らず ， 他者 （との 共同 生活）の 意識 とも結び 付い て い る こ とか ら も

わ か る よ うに ， 自分以 外 の 存在 もま た 意味 と輝 きを持 つ こ とが 約 束 され て い る

の で あ る 。

　 とこ ろ が ， こ の 約束 の 感覚は 遅 か れ 早か れ 幻滅 に 直面 す る 。 生 の 背 後 に は 死

が 控え て い る 。 こ の 世 の 中の 物 事に は ， そ の 上 辺 とは 異 な っ た 裏切 りや不 実 と

い う現 実が あ る 。

自我 は 約 束 の 感覚を も っ て 始 ま り ， その 安全 と安 定 し た 世界 を受 容 し ， 両 親

や 仲間の 忠実 を受容す る こ とをもっ て 始 ま り， また 自身の 完全性 の 確 か さ を

信 じ て 始 ま る の で あ るが ， 自分 と 自分 の 周 囲 とに あ る 欺 瞞 に 気 づ くよ うに な

る 。 物事は 見た 目 とは 異 な っ て お り， そ の 現実 は 常 に 見 た 目 よ りも悪 い 。 自

我 は 不 信 の 直 中 に ， ま た 不 忠 実 を 予 感 し つ つ 生 き る こ と を 学 ぶ の だ 。

32）

「現 れ と現 実 との 相違」
33） が 齎す 幻 滅 。 こ れ は 言 い 換 え れ ば 約 束が 破 られ て い

る （現実が 約束 とは 違 うもの で あ る か ら に は ） とい う現実 が 齎す 幻 滅 で もあ る

が ，
こ れ が 信 仰 の 破 れ の 起 源 で あ り，

こ の 信 仰論 の 文 脈 に お い て 捉 え られ る 堕

罪 の 内 容で あ る 。

　 なお ，
こ の 問題 との 関連で ニ

ー バ ー が 強調 し て い る 事柄 が 二 つ あ る 。

一
つ は ，

信仰 の 破れ は 信仰 に 依存 し て い る とい うこ とで あ る 34）。 不 信 も不 忠実 も ， 信 頼

と忠 実 と を 前 提 と し て い る。 否 定 す る もの は 否 定 され る も の に 依 存 し て い る わ

けだ 。 こ れ は ， 若森が 「人 を裏切 れ 」 とい う掟 （法） が成 り立 た ない と指摘 し

て い る こ と 35） と 呼応 し て い る し ， あ くま で も否 定的 に し か 考 え られ な い 裏切

り ，
つ ま り神 に 対 す る裏切 りが存在す る とい う我 々 の 見方 とも合致 し て い る 。
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　も う一
つ は ，

こ の 信仰 の 破 れ の 普遍性 で あ る 。 こ れ は 単 に 全 て の 人 間が ， 信

仰 の 破 れ に 巻 き込 まれ て い る とい うこ とを意味す る ば か りで は な く ， そ の 責任

を特 定の 誰 か （ア ダ ム で あれ ， エ バ で あ れ ， 蛇 で あ れ ） に 帰 す る こ と の 出 来 な

い もの ，

一
度 こ の 破 れ が 起 こ る ときに は ， それ が 全 人 類

・
社会 全 体 を 冒さずに

は い な い もの で あ る こ とを も意 味 し て い る 。 次の ニ ー バ ー の 言葉 に あ る 通 りで

あ る 。

和 解 の 視点 か ら ， 多重 的相 互 関 係 に あ る信仰 の 混 乱 ， 不 信 と不 忠 実 を 見 る と

き， あ る
一

人 の 犯 人 ， そ れ が 自己 で あ ろ うが 周 りの 人 々 で あ ろ うが
， 先祖 で

あ ろ うが 同時 代 人 で あ ろ うが ， い ず れ に し て も
一

人 の 犯 人 を批 難 し よ う とす

る努 力 は
， あ る認識 の 中 に 消え て し ま うこ と に な る 。 そ の 認識 とは

， 全 て の

者 が 罪を 犯 し た とい うこ と ， そ れ は そ の 一 人 一 人 が 自分 自身 で 罪を 犯 し た と

い う意 味 で は な くて ， 全 て の 者 が
一

緒に 罪 を 犯 し た とい う意 味 で あ る とい う

こ と の 認識 で あ る 。

36）

こ の 普遍 性 の ゆえ に ， こ の 信 仰 の 破 れ を また 「原 罪 」 と呼 ぶ こ と も許 され る で

あ ろ う。

　 さて ， こ の よ うに 信仰 の 破れ の 起源 を 幻 滅 に 求 め る とい うの は ， 興 味 深 い 議

論 で あ る 。 我 々 自身の 内 に 不 信 や 不 忠 実が 芽 生 え て く る の に は こ うし た 要 因が

ある と考 えて も ， 的は ずれ とは 言 え な い で あ ろ う。 しか し ， なお 釈 然 と しな い

もの が 残 っ て い る と言 わ な け れ ば な ら な い 。 そ の 問題 は ，
ニ ー バ ー の 言 う 「現

れ と現 実 との 相違 」 が 幻滅 の 起源 で あ る とい うと こ ろ に あ る 。 こ の 「相違」 は

初 め か ら存在 し た の で あ ろ うか 。 普遍 的な 堕罪 を 考 え る の で あれ ば ， こ の 「相

違」 も普遍 的 で なけれ ば な らな い 。 そ れ は この 「相違」 を原初的なもの と見 做

す こ とを要 求す る 。 だ が そ れ は 「極 め て 良か っ た」 （創 1 二31）被造世界 とい う

理 解 と対 立 す る こ とに な ろ う。 さ らに 言 え ば
， そ の 原 初 に お け る 「相 違 ］ は 客

観的 に 存在 し た もの な の か 。 それ は む し ろ人 間 の 主観 的解釈 に よ っ て 生み 出 さ

れ ， 意識 され た もの で は ない の か 。
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　 これ らの 疑 問 を ， 創世記 3 章 の い わ ゆ る 「堕罪物語」 に 照 ら し て 考えて み よ

う。 な る ほ ど蛇 は 「現 れ と現 実 との 相違」 へ と人 間の 注 意 を促 し た と言 え る だ

ろ う。
エ デ ン の 園で の 生 活 （現れ ）に は ，

「目が 開け ， 神 の よ うに 善悪を知 る も

の とな る 」 （創 3 ：5）とい う可 能性 が 満 た され な い で い る とい う現 実が あ る とい

うの が ， 蛇 の 示 唆 し て い る 事柄 で あ る 。 こ の 可 能 性 を示 さな い で い た （そ の 意

味 で 人 間 を裏 切 っ て い た とい うこ とに な る ） 神 へ の 不 信 が 生 ま れ ， こ の 相違 を

人 間 は 自分 で 埋 め よ う とす るわ け だ 。
ニ ー バ ー の 考え に 即 し て こ の 箇所 を読む

な ら ば ， 以 上 の よ うな理 解 に な る で あ ろ う。

　 し か し ，
こ こ で 問題 な の は ， 蛇 が 示 唆 し た 「現 実」 は 本 当に 客観的 に 存在す

る現 実 で あ っ た の か とい う点 で あ る 。 決 し て そ うで は な い 。 蛇 が 示 唆 し た の は

あ くまで も 「可 能性 」 で あ り， そ の 限 りに お い て は 「非現 実」 で あ っ た 。 言 い

換 え れ ば ， 蛇 が 示 唆 し た 現 実 は ， あ の 「可 能 性 」 が 正 し い もの で あ る 限 りに お

い て 存在す る 現 実で あ っ た 。 そ うで あ る とすれ ば
，

「現れ と現実 と の 相 違 」 に 信

仰 の 破れ の 起源 を見 る とい うの は ， 決 し て 充 分 な もの とは 言 え ない で あ ろ う。

現 実 と可 能性 の 間 隙 とい うこ とも （少 な く とも）考 え 合わ せ る 必 要が あ る よ う

に 思 う 37）
。

　可 能性 とい う点 に 注 目す る と き ，
「堕 罪 物 語 」 に お け る蛇 の 「賢 さ」 も また ，

よ く理 解 され る よ うに な る と思 われ る 。 例 え ば 蛇 の 最 初 の 問 い は 「園 の ど の 木

か ら も食 べ て は い け な い
， な ど と神 は 言 われ た の か 」 （創 3 ：1）で あ っ た が ，

こ

の 問 い は 嘘 を語 る こ とな し に
， 巧 み に 他 の 可 能性 の 存在 を 示 唆 し て い る 。

「本 当

は ， 神 は 違 うこ と を言 わ れ た の で は な い の か 」 と 。 2 節以 下 の 女 の 応 答 が ， 元

来の 神 の 戒 め （創 2 ：16− 17） を拡 大 し ， 歪 め た もの で あ る の は 言 うまで もな い

が ， そ の 拡 大 ・歪 曲 に お い て ， 既 に 人 間 は （蛇 が 持 ち 出 し た の とは 違 う方向の
，

しか し 同 じ よ うに ） 可 能性 の 世界 に 足 を踏 み 入 れ ， そ の 可 能性 の 方 こ そ を現 実

と理 解 し ， 主 張 す る よ うに な っ て い る の で あ る 。 4 節以 下 の 展 開 は ，
こ の 延 長

線上 に あ る と言 っ て い い だ ろ う。 可 能性 の 世界 に 身を 置 い て し ま っ て い る人 間

と し て は ， 蛇 の さ ら な る可 能 性 の 示 唆 に ， もは や抵抗 出 来 な か っ た の で あ る 。

　こ こ で ， 現実 と可 能性 との 間隙を 人 間が 自分の 力 で 埋 め よ う とした と こ ろ に
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罪 が あ る と い う指 摘 も出来 よ う 。 し か し ， 信 仰 論 の 文脈 で 考 え るな らば ， 現 実

と可 能性 との 間隙に 生 じ る懐疑 の 方 が 重要で あ る 。「信仰の 薄い 者 よ ，なぜ 疑 っ

た の か 」 （マ タ 14 ：31）。 信 仰 と不 信仰の 問に あ る懐 疑 に 注 日す べ きな の だ ． 可

能性 に 気 づ くこ とは ， 現 実 が 別 様 で あ り得 る こ との 発 見で あ り ， そ れ ゆ え に 所

与 の 現 実 を齎 し て い る 神 の 善 意 を 疑 わ せ る こ と に な る 。 所 与 の 現 実 よ り もよ い

もの が あ る とすれ ば ， そ れ を 意図的 に 与 え な い で い る 神 に 対 し て 懐 疑 的 に な ら

ざ る を 得 な い か らで あ る 38）。 こ うして 懐 疑 は 神 を信頼 と忠 実 ， つ ま り信 仰 の 対

象 とす る こ とを 妨げ る。

　 こ の よ うに 考 え て み ろ な らば ， ニ ー バ ー の 議論 に お い て は 信仰 と不 信仰 ， 信

頼 と不 信 ， 忠実 と 不忠 実 とが ， あ ま りに も単 純 に 対 峙 させ ら れ て お り， 信仰 を

不 信 仰 へ と誘 う懐 疑 の 領 域 ， さ らに は 懐疑 の 元 と も言 うべ き 可 能 性 の 世 界 に 対

す る注 意が 不 足 し て い る とい う欠 点 を 指 摘 出来 る で あ ろ う。 そ し て ， そ うで あ

る か ら に は ， 裏切 りは 必 ず し も現実 に 対 応 し て 起 こ る もの で は な い と も言 わ な

け れ ば な ら な い 。 現 実 よ りも 懐 疑 の 方 が ， 裏 切 りに と っ て
， よ り重 要 な の で あ

る 。

　神 へ の 裏 切 りが
， どの よ うに 生 じ る の か に つ い て 考察 し て き た 結果 ， 懐疑 に

辿 り着 くこ とに な っ た 。 前 回 で の 議 論 を 踏 ま えて 言 え ば ， 懐 疑 は 同
一

の 現 実 に

対 す る 異 な る 「ビ リ
ー

フ 」 の 形 成 に よ っ て 生 じ る と言 え る だ ろ う 39）。 そ れ は 現

実の 別 様 の 解 釈 を 生 み 出 し ， そ れ ゆ え に 別 様 の 行 動 （不信 と不 忠 実 ） を生 み 出

す 。
「ビ リー フ 」 自体 は 正 確 な もの で あ る 必 要 は な い の で

， ま さに 可 能性 の 示 唆

だ け で もこ の こ と は 起 こ り得 る の で あ る 。 あ る い は ， 原 初 の 状態 に お い て 信 頼

と忠実 の 場 所で あ っ た エ デ ン の 園 に い た か ら こ そ ． 人 間 は 蛇 を 信 頼 し ， 蛇 に 示

唆 され た 可 能 性 を 「ビ リ
ー

フ 」 と し て 蓄 え て し ま っ た の だ と も言 え る か も知 れ

な い 。 こ うし た信 じ る行為 と信 じ られ た事柄 ， 伝統的 な言 い 方 をす れ ば 「主 体

（主 観） 的 信 仰 （ノ〜des　qtia　creditur ）」 と　「客 観 的 信 仰 （fides　quae 　credititr ）　］ と

の 関連 性 に つ い て も ， 前に 指 摘 し て お い た 40 ）
。 こ れ は 信頼性 の 問 題 へ とつ な が

っ て い く こ とに な る 。 神 の 信 頼性 と蛇 の 信 頼 性 の ど ち ら が 勝 る と考 え る べ きか

と い うわ け で ， 堕罪物語 に お け る人 間 の 過 ちを こ の 点 に 求 め る こ と も出 来 よ う。
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い ず れ に し て も ，
ニ ー バ ー の 「現 れ と現 実 と の 相 違 」 に 不 信 仰 の 起 源 を見 る と

い う捉 え 方は ， 堕罪後の 人 間世界 に お け る信頼の 崩壊 に は 当て 嵌 ま るか も知 れ

ない が ， 根 源 的 な神 へ の 裏切 りの 出来事 で あ っ た 堕罪 に は 当 て 嵌 ま らない と言

わ なけ れ ば な ら ない 。 ま た ， 懐疑 に 由来す る 裏切 りは 堕 罪 後 の 人 間 世 界 に お い

て もな お 存 在 し て お り． こ の 意 味 で よ り普 遍 的 で あ る と 言 っ て もい い の で は な

い か と思わ れ る 。

　 こ の 点 に つ い て は ， 例 え ば シ ェ イ ク ス ピ ア の 『オ セ ロ
ー

』 が 典 型 的 な 例 で あ

ろ う 。 オ セ ロ
ー が 妻デ ズ デ モ

ー
ナ を殺害す る の は （こ れ は

， 本 論 文 の 文 脈 に お

い て は オ セ ロ ー が デズ デ モ
ー

ナ を 「裏切 る 」 こ と で あ る が ）， 部下 イア ー ゴ ー に

よ っ て 疑 い を 抱 か せ られ た た め で あ る 。 言 うま で もな く ， イ ア ー ゴ ー が 示 唆 し

た デ ズ デ モ ー ナ の 不倫 （デズ デ モ
ー

ナ の オ セ ロ
ー

に 対す る 「裏 切 り」）は 事実で

は な か っ た 。 し か し オ セ ロ
ー

は 妻 を 信 じ られ な くな っ て 殺 し て し ま う。 お そ ら

く同 じ よ うな事態 は ， こ こ ま で 深 刻 な も の で な く とも ，

一
般家庭 を 初 め と し た

さ まざ ま な場 所 に お い て も起 こ り得 る で あ ろ う。 し か もそ れ は イ ア
ー ゴ ー

の よ

うな人 物 が 全 く存 在 し な くて も起 こ り得 る で あ ろ う 。
ニ ー バ ー も ． 実 は 「現 れ

と現実 との 相違」 の 例 と し て シ ェ イ ク ス ピ ア を 用 い て い るが
， そ れ は 『ハ ム レ

ッ ト亅 で あ る
41 ）

。 確か に 『ハ ム レ ッ ト』 の 場 合 な らそ れ も正 し い と言 え よ う。

し か し ， 堕 罪 の 出 来事 ま で も包含 し 得 る の は ， こ れ ま で 見 て きた よ うに （『オ セ

ロ ー 』型 の ） 懐 疑 とい うこ とな の で は なか ろ うか 。

　 信 頼 の 崩壊 に つ い て 考え る た め に ， 裏切 りの 問題 に 集 中 し て ， こ れ ま で 考 え

て きた 。 冒頭 に お い て は ， 裏切 りが 信頼の 崩壊 の 原 因 で あ る と と りあ え ず述 ぺ

て お い た が ， 神 （大 義 ） との 関 係 で の 裏 切 り と人 間 同 士 の 関係 に お け る裏切 り

と を 区別 して ， も っ と精確 に これ を 表現 し な けれ ば な らな い 。
つ ま り， 人 間関

係 に お け る 信 頼 の 崩壊 は ， 裏切 りを原 因 と し て い る とし て も ， そ の 裏切 りは 神

に 対 す る 信頼 の 崩壊 と裏切 りに 由来 し て い る の で あ る 。 さ らに は 懐疑 とい う要

素 を議論 に 取 り入 れ る こ とに よ っ て ， 裏切 りを単な る 「現 れ と現実 との 相違」

に よ る幻滅 に 基礎づ け る の で は な くて
， 懐疑 か ら来 る もの と捉 え られ る よ うに
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な っ た 。 懐疑 は 現 実 ・非現 実 を 問わ ず に 生 じ得 る もの で あ るか ら ， これ に よ っ

て 裏切 りの 原 因 が さ ら に 広 く見 られ る よ うに な っ た わ けで あ る 。

　 こ の 場 合 の 裏 切 りは
， 神 に 対 す る もの で あれ ， それ に 対 応す る 人 間同士 の 問

の も の で あ れ ， 悪 で あ る v し か し ， 同時 に 肯 定 され て よい 裏切 りの 存在に も気

づ か され た 。 そ れ は
， 多様な大 義 の 存 在が 予想 され る社会 の 中で

， キ リス ト者

が と き に 避 け る こ との 出来 な い 裏切 りで あ る 。
つ ま り， キ リス ト者 が 神 を 究極

的 な 大義 と し て い る た め に
， 究極以 前の もの を大 義 とし て い る人 々 との 出会い

に お い て ， そ の 人 々 の 期 待 に 反 し た 言 動 を し な け れ ば な らな い 場 合 が あ る と思

われ る。

　 も う
一

度 ， 誤解 を招 か な い た め に 強 調 し て お き た い が
， これ を 単 な る 「裏切

り肯 定 論 」 と理 解 して 欲 し くな い 。 具 体 的 な状況 の 中で 裏切 りを 肯定 し よ うと

す る ときに 注 意 し な け れ ば な ら ない の は
， そ こ で は 神 が 本 当 に 大義 とな っ て い

るか と い うと こ ろ で あ る 。

　 さ らに 付け 加 え て お けば
， 大 義 の ズ レ が 必ず裏切 りを生 じ させ なけれ ば な ら

な い と い うわ け で もな い 。 ニ ー バ ー に よれ ば ， 究極 的 大 義 で あ る 神 を信 仰 の 対

象 とす る徹 底 的 唯
一

神 信 仰 は ， 「普遍的確信」 と　「普 遍 的 忠 実」 か ら成 っ て い

る 4z）
． つ ま り ，

こ の 信 仰 の 中に 全 て の 存 在 者 は 正 し く位 置づ け られ る の で あ っ

て ， 決 し て 排 除 され る わ け で は な い 。 と い うこ とは
， 究 極以 前の もの を 大義 と

す る 立 場 も，徹 底 的 唯
一

神 信 仰 の 中 に あ る 位 置 を 占 め られ る こ とに な る わ け で
，

そ こ か ら積極 的 に 究極以 前 の もの を大 義 とす る 立 場 との 連携 を 考 え られ る よ う

に もな っ て くる 。 こ こ で 特 に 思 い 浮か ぶ の は ， 具体 的 な課 題 へ の 取 り組み に お

い て ， 大 義 は 異 な っ て い て も 同 方 向 に 歩 も うと し て い る 人 や 集団が あ る よ うな

場合で あ る 。 こ の 場合 ， 大 義 の 相違を 理 由 に 他 の 人 々 や 集 団 を拒 否す る必 要は

な い ． む し ろ ， 協 力 に 積 極 的 で あ っ て よ い 。 （た だ し ， ど こ か で 大 義の 相違か ら

意 見 の 対 立 が 生 ず る可 能性 もあ る 。 そ の 場 合 に は袂 を分か つ こ ともあ ろ う． ）

　以 上 の 事 柄 を 確 認 し た 上 で ， 改 め て 積 極 的 な意味 で の 裏 切 りとい うこ とに 触

れ て お きた い
。 こ の 種 の 裏切 りの 中で も ， 特 に 我 々 の 状況に お い て 重要に な っ

て くる の は 「日本 」 を裏切 る とい う場 合 で あ ろ う。 言 うま で もな く，
「日本 」 も
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また一 つ の 大義として ， 徹底的唯
一
神信仰の 中に 場所を持つ 。 だ か ら， キ リス

ト教信仰 は 日本 を拒 否 す る こ とは しな い 。 し か し ， 日本 こ そ を単
一

神 主義的 に

大義 とす る要 求 に は （そ れ に は ま た 多様な 次 元 が あ る と考 え られ る）応 じ られ

な い の で あ る 。 こ こ で ， こ の 議 論 は 神 学 的 日本 論 （い わ ゆ る 「日本 の 神 学」）に

結合す る こ と に な る 。 そ し て ， そ こ で 要求 され る の は
， 我 々 が 拒 否 し な けれ ば

な らな い 「日本 」 とは 何 か ， 具 体的 な戦 い の 場 は ど こ に あ る か とい うこ と を 確

定 し ． さ ら に は ど う戦 え るか を論 じ る こ とで あ る 。

　最後 に ， 信仰論 の 構想 との 関連で 今後 の 課 題 に つ い て 述べ て お きた い 。 今回

は 信仰 の 破れ （信 頼 の 崩壊 ） の 問 題 を取 り上 げ た の で ， そ こ か ら 当然 ， 信仰の

回復 とい う議論 へ と向か う道 が 存在 す る。 ま た
，

ニ
ー バ ー 自身 も指摘 し て い た

よ うに ， 信仰 の 破れ が 信仰 に 依存 して い る とい うの で あれ ば ， そ の 先行 し て い

る信仰 と は 何 か ， なぜ それ は 先行 的 に 存在す る の か とい う問い も避 け られ ない 。

こ れ は 信仰 の 存 在 論 的 基 礎 を 問 うこ とに な る 。 こ れ ら二 つ の 大 きな 問 い は
，

し

か し イ エ ス ・キ リス トに 収斂す る と言 え る だ ろ う。 とい うの も ， 信 仰 の 回復 は

信仰 論 の 文脈 に お け る キ リス トの 「業」 の 議 論 に 他 な らな い し
， 他 方 ， 信仰 の

存 在論 的基 礎 の 問題 も ， そ れ が イ エ ス
・
キ リス トの 「人 格 」 の 議論 に まで 徹底

され な い な ら ば ， 不 充 分 で あ る で あ ろ うか らで あ る 。 こ うい うわ け で ，
ニ ー バ

ー
お よ び現代 の 思 想 （哲学や 心 理 学） との 対話を軸 に これ まで 展開 し て きた議

論 を踏 ま え な が ら，しか し 大 き く方 向転 換 させ る時 が 来 た よ うに 思 う。
「イ エ ス

・
キ リス トの 信仰」 が 次 の 主 題 とな る 予 定で あ る 。　　　 （こ うじ ろ ・ま さみ ）

注

1） 神代真砂実 「信 じ るこ との 倫理性 」， 『神学 』60 号 ， 18− 36 頁 。

2）　 H ．Richard　Niebuhr
，
　Faith　on 　Earth’ An ∬nquit 　y　into　the 　Structure　ofHuman 　Faith，

　ed ．　Richard　R．　Niebuhr （New 　Haven：Yale　University　Press，1989）。 以 下 ，
　 FE と 略

　 す 。

3）　若森栄樹 『裏切 りの 哲学』 （河 出書 房 新社 ， 1997 年）。

4）　 同上 ， 25 頁 。

5）　 同上 ， 14 頁。
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ラ
　
　
　

ラ

ρ

0

78

同上 ， 17 頁。

神代 ， 前掲注 1）論文 ， 28 頁 。

H ．Richard 　Niebuhr
，
　Radieai　M （）notheism 　and レVestern　Cutture（New 　York ：Harper＆

　 Row ，　Publishers，　Harper　Torchbook，1970；reprint ，　Louisville： Westminster／John　Knox

　Press
，
1993）．（翻訳 は H ．リチ ャ

ー ド ・ニ ーバ ー 『近 代文化 の 崩壊 と唯一
神信仰』

　 と フ ぼ ラよし の ぶ

　 〔東 方敬 信訳 ，
ヨ ル ダ ン 社 ， 1984 年〕。） 以 下 ， RM と略す 。

9）　 山岸俊 男 「信頼 の 構造
一

こ こ ろ と社 会の 進化 ゲ ー ム 」（東 京 大学 出版 会 ， 】998

　 年）。

ラ
　

　
　

　
　

ラ
　

@

　
　

　

ラ

O12

3

6

1

　

11

1

1 神代， 前掲 注1 ） 論文
，29 − 3

ﾅ 。 若森， 前掲書，

頁 。同一ll ，22 −

頁， 同上 ，

頁 。 同上 ，

頁。

ｯ 上。 あ る
い

は ここ で
， ハ イデ ガ ーが 『存 在 と 時 間 』 の 中 で 行 なっ て

る「世人 （das 　 Man ） 」と「 本来 的自 己」 と の 区別 を思
い 起こ すと ，より よく

解出来 る か も 知 れ な い（ マル ティ ン・ ハ イデガー 『存在と
時 間 』 〔中 公 バ ッ

ス世界の 名
著 74 ，原 佑・渡辺 二郎訳，中央公論社， 1980 年 〕 ）。 ハ イデガ ー

よ れば 「 日常的 現存 在 の 自 己 は 世 人
自 己 な の であ って ， この 世 人 自 己を わ

われ は，本 来 的 自 己 か ら ， 言い か え れぱ， こ とさら つかみと られ た自 己か ら

別
する」（ ハ イデ ガ ー，244 頁） 。 人間の日 常的 な あ り方 は 「 世 人」 とし て

も の ， つ まり ，自 己 を 喪失 し，責 任を 持たな い f誰でもな い 者 」 （ 同 上 ， 242

） と し ての も の であ る。 け れど も ， この「 世人」と し て失 われ た 自 己 は 「

質 上
の

実 存 範疇としての 世 人 の一つ の 実存 的変様 」 にお いて 1 本来的 自 己存在

に回復さ れ る （ 同上 ， 245 頁 ） ， そ れ は 死との 正 しい直面に おいて 起 こる（ 同

， 430 頁 以ド ） 。 こうし たハ イ デ ガ ーの 議論 は ，若 森 が 他 者と の か かわ

の中で 失わ れて いる 自 己 は ， 裏切 り とい う 死 と の直 面にお いて 真正な も の

し て 回 復さ れ る と す る捉

方に通じ て いる と 言 える
だ
ろう。

7）　若森 ，前掲書， 5

|58頁 、 18 ）　同上
55 頁 。 19 ） 　 同 上 ， 4458 頁 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　　 　　　　 　　　　 　 　 　 L り あ り ま さ 20 ）同一 E ， 48 頁 。 こ の 点に おい

， キリ スト教 的哲 学 者の森有 止がした 指 摘 を想 　起 す る 読 者 も あろ う。 森 は

本語に
お
ける 人 称 の 問 題 に 注 目 し， 日 本 を 支 配 し N 工 工 一
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24）

25）

26）

27）

28）

　 て い るの は 二 人 称 の 関係 で あ っ て ， そ れ ゆ え に 本来 の
一

人 称 も三 人 称 も成 り立

　 ちに くい と述 べ て い る。 も っ と も， キ リス ト教 的な絶 対 神 の 前 に お い て こ そ 成

　 立 す る 自己 を 問題 に す る森 と ， 徹底 的に 自己 に 集 中す る （それ ゆ え に 神 を持 た

　 ず ， そ の 意味 で は 「虚 無 主 義 的」 と さえ 言 え る）若 森 とで は ， 当 然 こ の 後 の 道

　 は 分か れ るこ とに な る 。 なお ， 森の 見解に つ い て は ， 森有正 『い か に生 き るか 』

　 （講 談 社 ， 講 談 社 現代 新 書 ， 1976 年）， 特 に 45 − 125 頁 を参照 せ よ 。

21）　若 森 ， 前掲 書 ， 47 頁 。

22）　森 ， 前掲 書 ，
85 頁 。 なお 注 16）で 挙げ た ハ イデ ガ

ー
の 「世人」 とい う概念 も，

　 こ の 関連 で 興 味深 い もの に な ろ う。

23） Niebuhr
，
　RM

，
　pp．28 − 31 ．（翻訳 で は 36 − 40 頁。） し か し ，

「多神 主 義」 と 「単
一

　 神 主 義」 との 関係 は ， 単 純 で は な い 。 例 え ば ， 今 の 場 合 に お い て も， さま ざ ま

　 な価 値 の 中心 （大 義 ・神） を 認 め る 「多神 主 義」 は ， し か し ま さ に そ れ を 許 容

　 す る相 対 主 義 とい う 「単
一

神 主 義」 に よ っ て 成 り立 っ て い る と言 うこ と も出 来

　 よ う 。

　　 Ibid．
，
　pp．31

− 37．（翻訳 で は 41 − 49 頁 。 ）

若 森 ， 前掲 書 ， 20 頁 。

Niebuhr
，
　E ε

，
　p．60．

lbid，

も っ と も ，
こ れ は ニ ー バ ー の 欠 点 で あ るが ，

「超 越 」
・「存 在 」

・「存 在の 根 底 」

な ど と呼 ば れ る 存 在 が 本 当 に キ リス ト教 の 人 格 神 で あ る の か ど うか と い う点

は ， は っ き りし て い な い と言 わ な けれ ば な らな い だ ろ う。

29）

30）

31）

32）

33）

34）

35）

Niebuhr
，
　FE

，
　p．84 を 参照 。

Ibid．，　pp．78
− 79 を参 照 。

Ibid．
，
　pp．　79

− 81 を 参照 。

∬bid．
，
　P．81．

∬bid．，　P．80．

Ibid．
，
　P．78．

若森 ， 前掲 書 ， 11− 12 頁 。 し か し ， 後 の 頁 で 若 森 が 勧 め る こ とに な る 裏切 りを

　 考え る と ， 若森 の 見解 の 首尾
一

貫性 に い ささか 疑い が 生 じ て くる 。

36）　　Niebuhr，1『E，　p．79．

37）　 こ の 点 に つ い て は ニ ー バ ー の 兄 で あ る ラ イ ン ホ ル ド
・ニ ー バ ー の 議 論か ら ，

　 あ る 示 唆 を 受 け て い る 。 Reinhold　Niebuhr
，
　The　Nature　and 　Destiny（Of　Man ，

　vol ．1

　 （New 　York ： Charles　Scribner
’

s　Sons
，
1964）．特 に pp．181− 86 を 参照。
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38）　 興 味 深 い こ とで あ る が ， ギ リシ ャ 語 や 英 語 ， ド イ ツ 語 な ど に お い て 「疑 う」

　 とい う意味 の 言 葉は 「二 つ 」 さらに は 「「 重」 とい っ た 意味 の 言葉 と深 い 関係

　 に あ る。 所与 の 現 実 とは 別 の
， も う

一
つ の （二 つ 日の ）現 実 の 可 能性 が 意識 さ

　 れ る とこ ろ に 疑 い は 生 じ て くる の で は なか ろ うか 。

39）

40）

41）

42）

神代 ， 前掲 注 1） 論文 、 21 − 22 頁 。

同一E， 24− 25 頁。

Niebuhr
，
　FE

，
　pp．80

− 81．

Niebuhr
，
　RM

，
　p，33。（翻 訳 の 44 頁 。）
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