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戦 争 の 時 代 か ら 平 和 の 時 代 へ

宇 野 正 三

２ ０ 世 紀 は 「 戦 争 の 世 紀 」 と 言 わ れ ま す 。 併 し 、 こ れ ま で の 歴 史 を 見 れ ば 、

人 類 は 殆 ど 戦 争 に 明 け 暮 れ て い た と 言 え ま し ょ う 。 武 器 の 発 展 に 伴 い 、 戦 争 の

死 者 も 飛 躍 的 に 増 加 し 、 第 二 次 世 界 大 戦 で は 、 数 千 万 人 が 死 亡 し ま し た 。 特 に 、

こ の 戦 争 で 原 子 爆 弾 が 開 発 、 使 用 さ れ 、 我 が 国 の 広 島 ・ 長 崎 に お い て 酸 鼻 を 極

め た 被 害 が 生 じ ま し た 。 そ の 後 、 幸 い 核 戦 争 は 起 こ っ て は い ま せ ん が 、 未 だ 世

界 に は 数 万 発 の 核 弾 頭 が あ り 、 核 戦 争 の 危 険 性 は 無 く な っ て い ま せ ん 。 武 力 紛

争 も 世 界 の 此 処 彼 処 で 頻 発 し て い ま す 。 そ の 他 、 飢 餓 、 貧 困 、 環 境 問 題 な ど 、

人 類 は そ の 生 存 を 脅 か す 様 々 な 問 題 に 直 面 し て い ま す 。 我 々 は 、 こ れ ら の 負 の

遺 産 を 一 日 も 早 く 解 決 し 、 平 和 な ２ １ 世 紀 を 創 ら な け れ ば な り ま せ ん 。

そ れ で は 、「 平 和 」 と は 一 体 何 で し ょ う か 。 そ れ は 人 間 社 会 の 理 想 的 状 態 を

意 味 し て お り 、「 幸 福 な 社 会 」 こ そ 理 想 の 社 会 で あ る と 私 は 考 え ま す 。 こ の

「 幸 福 」 を 、「 各 人 の 人 生 上 の 目 的 が 実 現 さ れ る 過 程 で 生 じ る 精 神 的 喜 び 」 と

規 定 し た い と 思 い ま す 。 こ の 夫 々 に つ い て 、 も っ と 詳 し く 考 え て 見 ま し ょ う 。

人 間 が 生 ま れ て き た 目 的 は 何 で し ょ う か 。即 ち 、人 間 の 存 在 の 超 越 的 意 味 に

関 す る 問 い で す 。 こ れ は 、 特 に 青 年 期 に 逢 着 す る 疑 問 で あ り 、 多 く の 人 は 結 局

明 確 な 答 え を 見 出 せ な い ま ま 、 そ の 後 の 人 生 を 過 ご す こ と に な り ま す 。 私 も 例

に 漏 れ ず 、 こ の 問 題 に 苦 悩 し ま し た 。 多 く の 哲 学 書 も 渉 猟 し ま し た が 、 明 確 な

解 答 は 見 出 せ ま せ ん で し た 。 結 局 、 私 は 、 我 々 の 人 生 に 超 越 的 意 味 は な い こ と

に 気 付 き ま し た 。 或 は 、 も っ と 厳 密 に 言 え ば 、 そ の よ う な 意 味 は あ る か も 知 れ

ま せ ん が 、 我 々 人 間 に は 分 か ら な い と い う こ と で す 。 こ れ は 虚 無 感 を 惹 起 し そ

う で す 。 併 し 、 超 越 的 目 的 は 無 く て も 、 我 々 は 自 分 の 人 生 に お い て 実 現 し た い

と 思 っ て い る 目 的 が あ り ま す 、 或 は そ の よ う な 目 的 を 立 て る こ と に よ っ て 、 そ

れ を 持 つ こ と が 出 来 ま す 。 そ れ は 、 例 え ば 、 政 治 家 に な っ て 国 を 運 営 し た い と

か 、 世 界 を 雄 飛 す る 実 業 家 に な り た い と か の 諸 目 的 で す 。 こ の 目 的 が 実 現 し て

い き ま す と 、 我 々 は 喜 び を 感 じ ま す 。 目 的 は 仕 事 上 の も の だ け で は あ り ま せ ん 。

名 画 が 見 た い と か 、 名 演 奏 を 聴 き た い と か の 目 的 を 持 っ て い て 、 そ の 望 み が 叶
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え ら れ た と き に も 、 我 々 は 喜 び を 覚 え ま す 。 こ の 精 神 的 喜 び が 「 幸 福 」 で す 。

幸 福 に 満 た さ れ た と き 、 我 々 は 生 ま れ て き て 良 か っ た と の 感 懐 を 持 ち ま す 。 こ

れ で 人 生 は 良 い の で は な い で し ょ う か 。 こ れ 以 上 我 々 は 人 生 に 望 む 必 要 は あ り

ま せ ん 。 つ ま り 、 人 間 は 幸 せ に な れ ば 、 人 生 の 意 味 を 全 う し て い る の だ と 思 い

ま す 。 幸 福 は 、 人 生 の 目 的 で は あ り ま せ ん が 、 幸 福 な 人 生 に お い て 、 人 は 充 足

感 を 持 ち 、 人 生 を 肯 定 す る の で す か ら 、 人 生 の 本 来 の 姿 が 実 現 さ れ て い る と 言

え ま す 。 幸 福 で な い 人 生 は 、 人 生 の 本 来 の あ り 方 で は な い の で す 。 随 っ て 、 不

幸 な 人 は 「 生 ま れ て 来 な い 方 が 良 か っ た 」 と の 嘆 き を 抱 き ま す 。 こ れ は 、 不 幸

な 人 生 が 人 生 の 本 来 の あ り 方 で な い こ と を 何 よ り も 良 く 表 し て い ま す 。 人 生 上

の 目 的 が 首 尾 良 く 実 現 さ れ て い き ま す と 、 自 分 は こ の 目 的 を 実 現 す る た め に 生

ま れ て き た の だ と 思 う よ う に も な り ま す 。 孔 子 は 「 五 十 に し て 天 命 を 知 る 」 と

言 い ま し た が 、 こ の よ う な 感 慨 を 述 べ た も の で し ょ う 。 超 越 的 な 存 在 者 か ら 与

え ら れ た 使 命 が あ る か ど う か は 分 か り ま せ ん が 、 我 々 が 自 分 の 仕 事 に 、 そ の よ

う な 深 い 意 味 付 け を が 与 え る 場 合 が あ る こ と は 事 実 で す 。

こ の よ う な 幸 福 を 一 人 で も 多 く の 人 が 味 わ え る 社 会 を 作 る こ と が 、人 類 の 歴

史 の 目 標 に な り ま す 。 幸 福 な 社 会 は 、 そ こ に お い て 人 々 が そ れ 以 上 を 望 ま な い

わ け で す か ら 、 究 極 目 標 と 言 え ま す 。 こ の 目 標 を 実 現 す る た め に は 、 各 人 が 人

生 上 の 目 的 を 立 て て 、 そ の 実 現 に 向 か っ て 努 力 し て い く 中 で 、 他 人 の 幸 福 を 破

壊 し な い よ う に 努 め な け れ ば な り ま せ ん 。 故 に 、 私 は 善 な る 生 き 方 を 、「 他 人

の 幸 福 を 配 慮 し な が ら 、 自 分 の 人 生 の 目 的 を 追 求 す る こ と 」 と 規 定 し た い と 思

い ま す 。 自 分 が 目 的 実 現 に 努 力 す る 過 程 に お い て 、 自 然 に ラ ン ク が 付 き 、 落 伍

し て い く 人 も 出 て 来 ま す が 、 い わ ば そ の 競 争 が フ ェ ア ー に 行 わ れ て い る 場 合 、

そ の 結 果 は 仕 方 が あ り ま せ ん 。 た だ 、 落 伍 者 も あ る 程 度 の 生 活 が 保 障 さ れ る よ

う 政 治 的 社 会 的 措 置 が 必 要 で す 。

各 人 の 幸 福 の 実 現 に は 自 ら 目 的 を 達 成 し な け れ ば な り ま せ ん か ら 、そ の 意 味

で 幸 福 は 与 え ら れ る も の で は な く 、 自 分 で か ち 取 る べ き も の で す 。 併 し 、 各 人

の 幸 福 を 実 現 す る た め に は 、 個 々 人 の 努 力 だ け で 不 十 分 で 、 社 会 そ の も の が そ

の 実 現 に 努 め な け れ ば な ら な い 幸 福 の 必 要 条 件 が あ り ま す 。 即 ち 、 そ れ ら の 条

件 が 無 け れ ば 、 人 は 幸 福 に な れ な い わ け で す 。 そ の 必 要 条 件 と は 、 第 一 に 生 命

の 安 全 、 第 二 に 生 活 の 快 適 さ で す 。 こ の 夫 々 の 条 件 に つ い て 考 え て み ま し ょ う 。

生 き て い る こ と は 、 幸 福 を 享 受 し う る 根 本 条 件 で す 。 生 命 を 奪 う も の 、 生 命

に 危 険 を 及 ぼ す も の は 極 力 廃 絶 し な け れ ば な り ま せ ん 。 戦 争 は 、 人 と 人 と の 殺
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し 合 い で す か ら 、 断 じ て 無 く し な け れ ば な り ま せ ん 。 戦 争 に は 大 別 し て 、 侵

略 戦 争 と 防 衛 戦 争 が あ り ま す が 、 否 定 す べ き は 侵 略 戦 争 で す 。 防 衛 の 口 実 の 下

に す べ て の 戦 争 は 起 こ さ れ て き た か ら 、 防 衛 戦 争 ま で 否 定 す べ き だ と い う 議 論

が あ り ま す 。 勿 論 、 一 切 の 戦 争 が 無 い の に 越 し た こ と は あ り ま せ ん 。 併 し 、 個

人 が 危 害 か ら 自 分 の 生 命 を 守 る た め に 防 衛 行 動 を 取 る こ と は 、 生 命 が 幸 福 実 現

の た め の 根 本 条 件 で あ る と す る 私 の 考 え か ら は 認 め ら れ な け れ ば な り ま せ ん 。

同 様 に 、 他 国 の 攻 撃 に よ っ て 自 国 の 安 全 が 危 殆 に 瀕 す る 恐 れ が あ る 場 合 に は 、

自 衛 戦 争 は 正 当 と 言 わ な け れ ば な り ま せ ん 。 国 連 憲 章 に お い て 、 国 家 間 に お い

て の 「 武 力 に よ る 威 嚇 又 は 武 力 の 行 使 」 は 禁 止 さ れ て い ま す が 、 他 国 か ら 武 力

攻 撃 が あ っ た 場 合 に 自 衛 戦 争 は 許 さ れ て お り ま す 。 勿 論 ､各 国 が 軍 備 を 持 っ て

対 峙 し 合 う よ り も ､お 互 い に 軍 備 が 無 い 方 が よ り 安 全 で す か ら ､軍 縮 に 努 め 、 最

終 的 に は 軍 備 撤 廃 を 目 指 す べ き で す 。 さ て 、 こ の 侵 略 戦 争 の 原 因 は 何 で し ょ う

か 。

名 誉 欲 、 物 欲 、 征 服 欲 等 々 、 様 々 な 欲 望 を 叶 え る た め 、 或 は 主 義 主 張 を 他 国

に 及 ぼ す た め に 武 力 を 以 て 他 国 を 攻 撃 す る こ と に よ り 侵 略 戦 争 が 起 こ り ま す 。

そ の 場 合 、 他 国 の 人 々 の 幸 福 は 配 慮 さ れ て い ま せ ん 。 相 手 の 国 民 へ の 愛 情 が あ

れ ば 、 戦 争 は 仕 掛 け ら れ な い は ず で す 。 侵 略 戦 争 は 、 自 国 の 都 合 に よ っ て 、 他

国 の 人 々 を そ の 生 命 も 含 め て 犠 牲 に す る 行 為 で す 。 戦 争 を 根 絶 す る た め に は 、

政 治 的 制 度 の 改 善 も 大 事 で す が 、 何 よ り も 、 他 国 の 人 々 の 幸 福 に も 配 慮 す る と

い う 生 き 方 を 我 々 が 身 に つ け る 必 要 が あ る の で す 。 少 な く と も 、 そ れ が 政 治 的

指 導 者 に は 必 要 で す 。 そ れ は 、 カ ン ト 哲 学 の 言 い 方 を す れ ば 、 実 践 理 性 に 基 づ

く 生 き 方 の 実 現 で す 。 カ ン ト は 国 際 連 合 に 平 和 の 基 礎 を 期 待 し ま し た 。 併 し 、

今 日 、 国 際 連 合 は 実 現 し ま し た が 、 未 だ 世 界 は 平 和 な 世 界 に は 程 遠 い の が 現 実

で す 。 恒 久 平 和 を 目 指 す 立 場 か ら は ､人 間 の 生 き 方 を 問 題 に せ ざ る を 得 ま せ ん ｡

今 日 、 民 族 や 宗 教 の 対 立 が 原 因 と な っ た 紛 争 が 多 発 し て お り ま す 。 何 故 ､民

族 や 宗 教 が 異 な る と 紛 争 に な る の で し ょ う か ｡我 々 は そ れ ら の 紛 争 の 根 本 に ､

「 差 別 」 の 存 在 を 洞 見 し な け れ ば な り ま せ ん ｡人 間 の 偏 狭 な 心 が ､民 族 や 宗 教 が

異 な る 個 人 や 集 団 に 対 し て ､政 治 的 社 会 的 差 別 を 生 み 出 す の で す ｡こ の た め に ､

信 じ る べ き は 同 じ 民 族 や 同 じ 宗 教 を 持 つ 者 と い う こ と に な り ま す 。 人 は 民 族 や

宗 教 に 限 ら ず 、 自 分 た ち の 仲 間 と 異 な っ た 個 人 や 集 団 に 平 等 に 対 処 す る こ と は

困 難 で あ る の が 一 般 的 で す 。 異 集 団 同 士 が ､社 会 の あ ら ゆ る 面 で 平 等 に 扱 わ れ

る な ら ば ､紛 争 は 生 じ な い は ず で す ｡で は 、 ど う す れ ば 、 我 々 は 異 な っ た 個 人 や
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集 団 を 平 等 に 見 る こ と が で き る の で し ょ う か ｡こ の 問 題 を 考 え る こ と は ､戦 争

原 因 を 無 く す る 方 策 を 考 え る こ と で も あ り ま す ｡

私 は 差 別 問 題 を 解 決 す る た め に は ､ 人 間 や 宗 教 の 根 本 的 同 一 性 に 目 覚 め な

け れ ば な ら な い と 思 い ま す ｡基 本 的 人 権 と い う 思 想 が あ り ま す 。 基 本 的 人 権 と

は 、「 人 が 人 で あ る が 故 に 有 す る 基 本 的 な 権 利 」 を 意 味 し て い ま す 。 こ の 権 利

概 念 は 、 人 間 の 根 本 的 平 等 性 を 前 提 と し て い ま す 。 で は 、 全 て の 人 は 何 故 根 本

に お い て 平 等 な の で し ょ う か 。 基 本 的 人 権 は 当 然 の こ と と さ れ て い ま す が 、 そ

の 基 礎 付 け は 決 し て 容 易 で は あ り ま せ ん 。 む し ろ 、 現 実 の 様 相 を 見 る と 各 人 み

ん な 違 っ て い て 、 不 平 等 な の が 実 態 で は な い で し ょ う か 。 ラ イ プ ニ ッ ツ の 哲 学

に 「 不 可 識 別 者 同 一 の 原 理 」 と い う 理 論 が あ り ま す が 、 正 に 現 実 世 界 に お い て

は 、 個 々 の 存 在 は 全 て 、 お 互 い に 異 な っ て い る の で す 。 千 差 万 別 の 人 間 に お い

て 根 本 的 同 一 性 が 無 け れ ば 、 平 等 の 概 念 は 成 立 せ ず 、 基 本 的 人 権 も 成 り 立 ち ま

せ ん 。 併 し 、 現 象 世 界 に お い て は 差 別 し か な い わ け で す か ら 、 平 等 は 本 体 界 に

お い て し か あ り 得 ま せ ん 。 し か も 、 現 象 界 と 本 体 界 の 間 に 距 離 が あ っ て は 、 現

象 界 に お い て は 平 等 で は な い わ け で す 。 実 は 、現 象 界 と 本 体 界 を 截 然 と 分 け

る こ と は 間 違 い で す 。 本 体 界 は 現 象 世 界 が 有 限 の 時 間 的 世 界 で あ る の に 対 し て 、

無 限 、 永 遠 の 世 界 で す 。 無 限 の 世 界 は そ の 概 念 か ら し て 、 有 限 を 含 ん で い ま す 。

無 限 と 有 限 は 相 対 立 す る も の で は な く 、 一 体 な の で す 。 無 限 は 一 切 の 限 定 を 超

え て い ま す か ら 、 無 限 定 の も の で す 。 有 限 は 、 こ れ に 対 し て 、 一 定 の 存 在 で す 。

こ の 有 限 の 存 在 は 、 無 限 定 者 の 限 定 さ れ た 姿 と し て 、 両 者 の 関 係 は 「 有 限 は 、

無 限 の 有 限 的 現 れ ＝ 表 れ 」 で あ る と い う こ と で す 。 こ の 無 限 な る も の は 、 宗 教

的 に は 神 と か 仏 と か 呼 ば れ る も の で す 。 人 は 、 根 本 に お い て 本 体 界 と 一 体 で す

か ら 、 誰 も が 神 或 は 仏 の 性 質 を 持 っ て い る の で す 。 こ の 点 に お い て 、 万 人 は 同

一 で 、 平 等 で す 。 こ こ に 、 基 本 的 人 権 概 念 が 成 り 立 ち 得 る 根 拠 が あ り ま す 。

併 し 、 現 実 の 人 々 に は 、 高 邁 な 人 も い れ ば 、 犯 罪 を 犯 す よ う な 人 も い て 、 人

格 に 違 い が あ り ま す 。 こ の 心 の 善 し 悪 し は 、 ど れ だ け 人 の 心 が 本 体 界 に 近 づ い

て い る か に よ っ て 決 ま り ま す 。 人 は 本 体 界 と 一 体 で あ る と い っ て も 、 自 覚 的 に

そ う で あ る わ け で は あ り ま せ ん 。 実 際 、 多 く の 人 は こ の 本 体 界 に 気 付 い て い ま

せ ん 。 こ の 根 本 的 な 無 知 を 、 特 に 仏 教 で は 「 無 明 」 と 言 っ て い ま す 。 人 の 心 の

悪 の 原 因 は 、 究 極 的 に は 、 こ の 無 明 に あ る の で す 。 故 に 、 自 ら が そ れ と 一 体 で

あ る 本 体 界 に 気 付 い て 、 こ の 無 明 を 智 慧 に 転 じ れ ば 、 誰 で も 人 格 高 邁 な 存 在 に

な る こ と が 出 来 ま す 。 人 間 の 本 性 が 善 で あ る 所 以 は 、 こ の よ う な 構 造 に あ る の
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で す 。 こ の 、 人 々 の 根 本 的 同 一 性 に 目 覚 め れ ば 、 人 は 根 本 的 に は 差 別 を し な く

な り ま す 。 勿 論 、 既 に 申 し ま し た よ う に 、 現 実 の 人 は 人 格 も 能 力 も 各 人 異 な っ

て い ま す の で 、 す べ て の 面 に お い て 同 じ に 扱 う こ と は 出 来 ま せ ん 。 例 え ば 、 学

力 の 違 う 生 徒 た ち に 同 じ 点 数 を 付 け る わ け に は い き ま せ ん 。 併 し 、 根 本 的 に は

す べ て の 人 の 人 格 を 評 価 す る 立 場 が 拓 か れ る わ け で す か ら 、 陰 惨 な 差 別 は あ り

得 ま せ ん 。 故 に 、 民 族 が 違 う 人 々 を 虐 待 し た り 、 他 国 の 人 々 の 幸 福 を 破 壊 す る

よ う な 戦 争 を 仕 掛 け る こ と も あ り 得 な く な り ま す 。

こ こ で 、最 近 、我 が 国 の 賃 金 体 系 が 能 力 給 に 移 り つ つ あ る こ と に つ い て 一 言

し た い と 思 い ま す 。 職 員 の 能 力 （ そ れ は 職 員 の 人 物 に よ っ て 測 ら れ な け れ ば な

り ま せ ん ｡私 は 、 業 績 は 本 人 以 外 の 事 情 で 挙 が ら な い 場 合 も あ り ま す の で ､業 績

と い う 結 果 か ら の み 能 力 を 判 断 す る 成 果 給 を 正 し い と は 考 え ま せ ん ｡） に 応 じ

て 、 賃 金 に 格 差 を 付 け る と い う 賃 金 制 度 の あ り か た は 、 能 力 に 関 係 の 無 い 年 齢

や 性 別 な ど に よ っ て 賃 金 高 が 決 ま る 不 合 理 を 無 く す る こ と に よ っ て 、 職 員 の 仕

事 に 対 す る 満 足 度 を 高 め ま す 。 併 し 、 賃 金 に は そ れ に よ っ て 自 分 や 家 族 が 生 活

す る と い う 生 活 給 的 性 格 が あ り ま す 。 随 っ て 、 賃 金 は 個 人 や 家 族 が 生 活 で き る

額 で な け れ ば な ら な い わ け で 、 決 し て 能 力 だ け で 決 め ら れ て は な り ま せ ん 。 ま

た 、 能 力 の 違 い に よ っ て 賃 金 に 大 幅 な 格 差 が 生 じ る こ と は 、 却 っ て 多 く の 職 員

の 不 満 を 高 め ま す 。 能 力 給 は 、 そ れ に よ っ て 職 員 の 満 足 度 が 高 め ら れ る よ う に

運 営 さ れ る べ き も の で す 。 孔 子 も 言 っ て お り ま す よ う に 、「 過 ぎ た る は 猶 お 及

ば ざ る が 如 し 」 で す 。

次 に 宗 教 の 違 い か ら 来 る 対 立 に つ い て 考 え て み ま し ょ う 。

世 界 に は 、 様 々 な 宗 教 が あ り ま す 。 併 し 、 絶 対 者 で あ る 神 仏 は 無 限 の 存 在 で

す か ら 、 数 的 に 一 つ し か 存 在 し 得 ま せ ん 。 ま た 、 さ き に 述 べ ま し た よ う に 、 本

体 と し て の 神 仏 と 我 々 は 一 体 で あ り 、 こ の こ と に 気 付 く こ と を 仏 教 で は 「 悟

り 」 と 言 っ て い ま す 。 こ の 気 付 き に よ っ て 得 ら れ る 神 仏 と の 一 体 感 が 宗 教 心 或

は 宗 教 的 境 地 で す 。 こ の 一 体 感 に 色 々 な 種 類 が あ る は ず も 無 く 、 す べ て の 宗 教

は こ の 点 に お い て 同 一 で あ り 、 一 致 し ま す 。 こ の 一 体 感 以 外 の 教 義 の 多 く は 、

言 わ ば 民 族 的 衣 装 の 違 い の よ う な も の で 、 宗 教 の 本 質 を な す も の で は あ り ま せ

ん 。 故 に 、 こ の 本 質 に 立 脚 す れ ば 、 教 義 の 違 い よ っ て 争 い が 生 じ る と い う こ と

は あ り 得 な い わ け で す 。 宗 教 が 異 な れ ば 争 い 合 う と い う の は 、 ま だ そ の 宗 教 的

境 地 が 至 っ て い な い か ら だ と 言 わ な け れ ば な り ま せ ん 。

こ う し て 、人 間 存 在 の 根 本 へ の 認 識 を 深 め 、神 仏 と の 一 体 性 に お い て 人 間 を
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捉 え る 真 の 宗 教 的 立 場 を 確 立 す る こ と に よ っ て 、 我 々 は 差 別 が 生 じ る 根 本 を 断

つ こ と が 出 来 ま す 。 し か も 、 人 間 だ け で な く 、 森 羅 万 象 が 神 仏 の 現 れ ＝ 表 れ で

す か ら 、 す べ て の 存 在 が 神 仏 と 一 体 で す 。 こ の よ う な 自 然 の 見 方 を す れ ば 、 自

然 を 単 な る 征 服 の 対 象 と し て 見 た り 、 利 用 す る 立 場 か ら の み 関 わ る の で は な く 、

人 間 と 本 質 を 同 じ く す る も の と し て 、 共 生 す べ き 存 在 と し て 対 す る よ う に な り

ま す 。 こ の よ う な 思 想 的 境 位 は 環 境 問 題 を 解 決 す る こ と に も 繋 が り ま し ょ う 。

こ れ ま で の 人 類 の 戦 争 の 歴 史 は 、 根 本 的 に は 、 差 別 に 起 因 し 、 更 に そ の 原 因

は 、 森 羅 万 象 と 神 仏 と の 一 体 性 に 蒙 昧 な 根 本 無 知 、 即 ち 「 無 明 」 に あ る の で す 。

今 一 つ の 平 和 の 必 要 条 件 の「 生 活 の 快 適 さ 」 に つ い て 考 え て み ま し ょ う 。 不

快 な も の は 、 音 一 つ で あ っ て も 、 幸 せ を 破 壊 し ま す 。 空 港 の 近 く の 人 々 が 訴 訟

な ど を 起 こ す の も 、 限 度 を 超 え る 不 快 か ら で す 。 又 、 最 近 は 学 校 で の 「 い じ

め 」 が 深 刻 化 し て い ま す 。 自 殺 す る 子 ど も が 絶 え な い の も 、 辛 さ と い う 不 快 の

た め で す 。 こ の 他 、 人 権 抑 圧 や 、 貧 困 、 飢 餓 な ど 、 人 間 の 生 活 を 不 快 に す る 諸

問 題 が 山 積 し て い ま す 。 こ の よ う に 、 人 間 に 不 快 を 与 え る も の に は 、 物 的 な も

の も 精 神 的 な も の も あ り ま す が 、 そ の 解 決 方 法 の 根 本 は 、 人 間 に 不 快 を 与 え ま

い と す る 愛 情 に あ り ま す 。 私 は 、 善 な る 生 き 方 を 「 他 人 の 幸 福 を 配 慮 し な が ら 、

自 分 の 人 生 の 目 的 を 追 求 す る こ と 」 と 規 定 し ま し た が 、 不 快 は 、 こ の 善 行 に 外

れ た 生 き 方 か ら 結 果 す る わ け で す 。 個 人 や 、 組 織 、 団 体 、 国 の 利 益 が 最 優 先 し 、

社 会 や 世 界 の 幸 福 の 実 現 と い う 視 点 が 失 わ れ る と 、 お 互 い に 傷 付 け 合 い 、 幸 福

を 破 壊 し 合 う こ と に な り ま す 。 こ の よ う な 自 己 中 心 的 生 き 方 を 克 服 す る た め に

は 、 自 己 の 枠 に 縛 ら れ な い 広 い 精 神 的 世 界 を 確 立 し な け れ ば な り ま せ ん 。 そ の

よ う な 世 界 は 、 さ き に 述 べ た よ う に 、 神 仏 と の 一 体 感 を 確 立 す る こ と に よ っ て

拓 か れ ま す 。 各 人 が こ の 体 験 を 得 る の が 理 想 で す が 、 少 な く と も 、 そ の よ う な

世 界 や 人 間 の 見 方 が 学 問 的 真 理 と し て 一 般 的 に な ら な け れ ば な り ま せ ん 。 併 し 、

「 仏 教 は 無 神 論 で あ る 」 な ど と い う 言 辞 も な さ れ て お り 、 ま た 、 自 然 科 学 も 無

神 論 的 で あ り 、 哲 学 界 に お い て も 形 而 上 学 的 言 説 を 非 と す る 立 場 も あ り 、 無 限 、

永 遠 の 世 界 は 学 問 の 世 界 に お い て も 、 未 だ そ の 存 在 を 明 確 に は 認 め ら れ て い ま

せ ん 。

絶 対 者 と 相 対 者 が 一 体 で 、後 者 は 前 者 の 現 れ ＝ 表 れ で あ る と い う 説 、又 そ の

一 体 感 に 基 づ く 生 き 方 が 正 し い 境 位 で あ る と い う 立 場 は 、 存 在 論 に 基 づ く 価 値

論 で す 。 社 会 科 学 で あ れ 、 自 然 科 学 で あ れ 、 科 学 は 世 界 の 構 造 、 実 態 を 明 ら か

に す る 人 間 の 営 み で あ り 、 私 が こ れ ま で 述 べ て き た こ と は こ の 意 味 で 科 学 的 理
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論 で す 。 随 っ て 、 私 の 考 え で は 、 神 仏 に 基 づ か な い 理 論 は 根 本 的 に 間 違 っ て い

る の で す 。 そ の よ う な 理 論 は 存 在 の 半 分 し か 見 て い な い か ら で す 。「 科 学 者 も

人 間 と し て は 信 仰 を 持 っ て い る が 、 科 学 者 と し て は 無 神 論 で あ る 」 な ど と い う

言 葉 を 良 く 聞 き ま す 。 併 し 、 神 仏 が 一 切 の 存 在 の 根 本 で あ る と 考 え る 私 か ら す

る と 、 そ の よ う な 科 学 者 の 生 き 方 は 不 可 解 で す 。 彼 に は 、 世 界 の 構 造 に つ い て

の 誤 認 識 が あ る と 思 い ま す 。 存 在 の 根 本 は 、 科 学 的 理 論 の 根 本 で も な け れ ば な

り ま せ ん 。

宗 教 の 中 に は 、 神 と 人 間 を 隔 絶 さ せ て 考 え る 教 義 を 持 っ た も の が あ り ま す 。

そ れ ら の 宗 教 で は 一 般 に 神 秘 主 義 を 嫌 い ま す 。 人 間 が 神 と 一 体 に な る こ は 不 遜

で あ る と 考 え ら れ 、 ま た 、 神 秘 主 義 者 は 神 と 一 体 に な っ た 場 合 、 脱 我 状 態 や 恍

惚 感 に 陥 り ま す 。 こ の よ う な 神 秘 主 義 に つ い て の 見 方 や 神 秘 主 義 者 が 陥 る 精 神

状 態 は 、 い ず れ も 神 と 人 間 と の 間 に 距 離 を 置 い て 見 て い る 所 か ら 生 じ る の で す 。

元 々 、 一 体 の も の が 一 体 に な る の が 不 遜 と は い か な る こ と で し ょ う か 。 ま た 、

一 体 で あ る 真 実 に 気 付 く こ と か ら 脱 我 状 態 や 恍 惚 感 は 生 じ ま せ ん 。 禅 語 に も 、

「 平 常 心 、 是 れ 道 」 と あ り ま す 。 異 常 な 心 理 状 態 に な る の は 、 神 の 捉 え 方 や 神

と 人 間 と 関 係 に つ い て 間 違 っ た 見 方 を し て い る か ら で す 。 神 仏 は 無 限 の 存 在 と

し て 、 一 切 を 包 ん で お り 、 我 々 の 根 源 は そ の ま ま 神 仏 の 世 界 な の で す 。 勿 論 、

神 仏 と 世 界 に は 違 い も あ り ま す 。 森 羅 万 象 は 有 限 な 存 在 と し て 一 定 の 存 在 で す 。

こ れ に 対 し て 、 神 仏 は 無 限 の 存 在 と し て 無 限 定 の 存 在 で す 。 併 し 、 両 者 は 不 連

続 の 連 続 の 関 係 に あ り ま す 。 特 に 、 両 者 の 一 体 性 に 注 目 し な け れ ば な り ま せ ん 。

私 は こ れ ま で 神 仏 の 存 在 を 当 然 の こ と と し て 述 べ て き ま し た が 、そ の 根 拠 は

何 か と の 問 い が 出 さ れ る と 思 い ま す 。 所 謂 、 神 の 存 在 証 明 の 問 題 で す 。 私 は 、

こ の 証 明 は 時 間 の 存 在 か ら 入 っ て い け ば 可 能 で あ る と 考 え ま す 。 時 間 は 継 起 性

を 本 質 的 特 徴 と し て い ま す 。 存 在 は 一 瞬 一 瞬 変 化 し て お り 、 時 間 的 に 前 の 存 在

と 後 の 存 在 は 異 な っ て い ま す が 、 両 者 が 連 続 し て い な け れ ば 継 起 性 は 成 立 し ま

せ ん 。 こ の 連 続 性 は 、 継 起 す る 各 局 面 だ け で は 成 り 立 ち 得 ま せ ん 。 各 局 面 は そ

れ ぞ れ 独 立 し て い る か ら で す 。 こ の 独 立 し て い る 時 間 の 各 局 面 を 連 続 的 に 結 び

付 け る も の は 何 で し ょ う か 。 こ の 存 在 は 時 間 と は 異 な り な が ら 、 し か も 各 時 間

を 連 続 的 に 結 合 で き る 存 在 で な け れ ば な り ま せ ん 。 こ の 存 在 は 、 各 時 間 と 一 体

の 存 在 で 、 そ れ 自 身 は 時 間 で な い 存 在 、 即 ち 無 限 、 永 遠 の 存 在 で す 。 こ れ が 神

仏 で す 。 時 間 的 な 全 て の 存 在 は 、 こ の 絶 対 者 を 媒 介 と し て 継 起 的 連 続 性 を 可 能

な ら し め て い る の で す 。 こ の 無 限 定 者 の 各 局 面 と し て 限 定 者 が 成 り 立 ち 、 無 限
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定 者 は 各 局 面 を 通 し て 一 貫 し て い ま す か ら 、 局 面 同 士 の 連 続 性 が 成 り 立 つ の で

す 。 こ の こ と を さ き に は 、 無 限 の 現 れ ＝ 表 れ と し て 有 限 が 存 在 す る と 述 べ ま し

た 。 こ の 継 起 性 が 、 我 々 の よ う な 精 神 を 持 っ た 存 在 に お い て 、 過 去 、 現 在 、 未

来 の ３ 次 元 の 時 間 性 と し て 成 立 す る の で す 。 我 々 の 心 が 時 間 を 生 む わ け で は な

く 、 客 観 的 な 継 起 的 時 間 が あ っ て こ そ 、 ３ 次 元 の 心 理 的 時 間 も 可 能 に な る の で

す 。

こ の よ う な わ け で 、仏 教 は 決 し て 無 神 論 で は あ り ま せ ん 。永 遠 の 存 在 に 当 た

る も の は 、 仏 教 で は 法 身 仏 と 申 し ま す 。 阿 弥 陀 如 来 も 、 イ ン ド の 言 語 の 意 味 か

ら す れ ば 、 無 限 の 命 （ 無 量 寿 ）、 無 限 の 光 （ 無 量 光 ） を 指 し て お り 、 無 限 、 永

遠 の 存 在 の こ と で す 。 今 日 、 仏 教 の 本 質 が 無 常 論 で あ る か の よ う に 説 か れ て い

る の は 由 々 し き 事 態 と 言 わ な け れ ば な り ま せ ん 。 我 々 は 自 己 の 存 在 を い つ も 支

え て い る 神 仏 に 目 覚 め な け れ ば な り ま せ ん 。 カ ン ト は 否 定 し ま し た が 、 人 間 に

叡 智 的 直 観 は 可 能 な の で す 。 平 和 を 創 る た め に 、 信 頼 譲 成 措 置 の 促 進 や 欧 州 連

合 （ Ｅ Ｕ ） の よ う な 制 度 的 施 策 は 有 効 で す し 、 推 奨 す べ き で す 。 併 し 、 恒 久 平

和 を 求 め る 立 場 か ら は 、 制 度 面 の 改 善 の み な ら ず 、 人 間 の 心 の 覚 醒 を 課 題 と せ

ざ る を 得 ま せ ん 。 神 仏 は 決 し て 遠 く に は い ま さ ず 、 我 々 は い つ も 神 仏 と 一 体 で

す 。 こ の 真 実 に 気 付 く こ と こ そ 、 恒 久 平 和 実 現 へ の 道 を 拓 く も の と 確 信 い た し

ま す 。

（ 平 成 １ ２ 年 １ ０ 月 ８ 日 擱 筆 ）


