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論 文 「 人 類 の 共 存 と 宗 教 の役 割 」  

 

塩 尻  和 子  

１ 、 平 和 を 作 り 出 す 共 同 体 と は 何 か ？  

 も う １ 7 年 前 の 事 に な る が 、 2 0 0 7 年 9 月 に 発 表 さ れ た イ ギ リ ス の

国 際 戦 略 研 究 所 の 報 告 書 は 、 温 暖 化 、 気 候 変 動 、 世 界 人 口 の 増 加 、

自 然 資 源 の 枯 渇 と い っ た 、 気 候 危 機 と 人 類 の 将 来 に 関 す る 困 難 な 問

題 を 前 に し て 、 人 類 社 会 が 混 乱 と 衝 突 と 戦 争 の 時 代 を 迎 え て し ま う

可 能 性 に つ い て 述 べ て い た 。 そ れ か ら の 年 月 、 今 日 ま で 、 確 か に 気

候 危 機 は 顕 著 に な っ て き て い る 。 し か し 、 こ の よ う な 地 球 規 模 の 深

刻 な 問 題 を 前 に し て 、 持 続 可 能 な 平 和 な 世 界 を 残 す た め に 、 人 類 は

何 か 決 定 的 な 施 策 に 取 り 組 ん で き て い る だ ろ う か ？ 例 え ば 脱 二 酸 化

炭 素 の 排 出 制 限 で さ え も 、 な か な か 実 行 さ れ な い 。  

政 治 や 経 済 の 側 面 か ら こ の 問 題 に 対 処 す る こ と が 難 し い の な ら 、

歴 史 を 生 き 延 び て き た 宗 教 に 何 か で き る こ と は な い の か ？  

確 か に 宗 教 も 、同 じ 神 を 奉 じ る「 ア ブ ラ ハ ム の 宗 教 」、つ ま り ユ ダ

ヤ 教 、 キ リ ス ト 教 、 イ ス ラ ー ム の 信 者 数 は 世 界 人 口 の ほ ぼ 六 割 を 占

め る が 、 こ れ ら の 宗 教 が 過 去 か ら 現 在 に い た る ま で の 相 克 と 対 立 を

乗 り 超 え て 、 ま ず こ の 二 一 世 紀 を 血 と 涙 の 世 紀 と し な い た め に 、 手

を 携 え て 「 平 和 を 作 り 出 す 」 こ と が 切 実 に 求 め ら れ て い る 。 そ の た

め に 、 こ れ ら の 宗 教 の 教 え と 歴 史 を 振 り 返 っ て 、 ど の よ う に 諸 宗 教

が サ ス テ ナ ブ ル な 平 和 を 作 り 上 げ る の に 貢 献 で き る か を 考 え て み た

い 。 歴 史 を 生 き 延 び て き た 宗 教 が 担 う 役 割 は 、 実 際 に 大 き い か ら で

あ る 。  

 世 界 宗 教 と 呼 ば れ る 宗 教 に は 、 そ れ ぞ れ の 基 本 的 な 教 義 と し て 、

人 間 精 神 の 平 安 、 つ ま り 「 魂 の 救 済 」 が 掲 げ ら れ て い る 。 仏 教 に お

い て は 、 そ れ は 現 世 的 な 事 物 に 執 着 し な い 「 無 」 や 「 空 」 の 教 え で

あ り 、 キ リ ス ト 教 で は 「 汝 の 敵 を 愛 せ よ 」 と い う 究 極 の 隣 人 愛 と し

て 教 え ら れ る 。「 無 」や「 空 」の 思 想 も「 隣 人 愛 」の 教 え も 、現 実 の

人 間 社 会 で 実 現 す る こ と は 不 可 能 な 教 え で あ り 、 ま さ に 「 宗 教 的 理
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想 」 で あ る 。 し か し 、 宗 教 に お い て は 、 理 想 が 高 尚 で あ れ ば あ る ほ

ど 、 そ の 宗 教 が こ の 世 に 「 平 和 」 を 導 く も の と し て 評 価 さ れ る 。  

こ れ ま で も 繰 り 返 し て き た こ と で あ る が 、 こ れ ら の 宗 教 が 理 想 と

し て も つ 正 義 や 愛 の 教 義 は 、 た ん に 暴 力 を 排 除 し た り 避 け た り す る

だ け で な く 、 む し ろ 積 極 的 に 「 平 和 を 作 り 出 す 」 こ と の 必 要 性 を 教

え て い る 。 ユ ダ ヤ 教 、 キ リ ス ト 教 、 イ ス ラ ー ム の セ ム 的 三 宗 教 の な

か で 代 表 的 な 教 え は 、 イ エ ス の 「 山 上 の 垂 訓 」 で あ ろ う 。 マ タ イ に

よ る 福 音 書 五 章 九 節 （ 新 共 同 訳 『 聖 書 』 日 本 聖 書 協 会 ） に は 「 平 和

を 実 現 す る 人 々 は 、幸 い で あ る 。そ の 人 た ち は 神 の 子 供 と 呼 ば れ る 」

と し て 、 隣 人 愛 を 教 え て い る 。  

 こ れ に 対 し て イ ス ラ ー ム で は 、「 神 を 恐 れ る 」と い う 意 味 の「 タ ク

ワ ー 」 の 精 神 が 隣 人 愛 の 思 想 と 対 比 さ れ る 。 タ ク ワ ー と は 神 に 対 す

る 恐 れ を 意 味 す る が 、 自 ら を 低 く し て 絶 対 的 な 神 に 全 身 全 霊 で 従 う

こ と を 意 味 し て い る 。 そ う い う 意 味 で は 「 タ ク ワ ー 」 は キ リ ス ト 教

の 「 隣 人 愛 」 に も 通 じ る 教 え で あ る 。  

し か し 世 界 史 を み れ ば 、 究 極 の 隣 人 愛 を 掲 げ る キ リ ス ト 教 も 、 思

想 的 に は 現 実 の 歴 史 社 会 か ら 一 線 を 画 し て き た 仏 教 に お い て も 、 ま

っ た く 政 治 的 社 会 的 側 面 に か か わ ら な い で く る こ と は で き な か っ た 。

霊 肉 の 二 元 論 の 立 場 か ら 精 神 世 界 を 社 会 的 世 界 よ り 上 位 に 据 え た は

ず の キ リ ス ト 教 に お い て も 、 事 態 は い っ そ う 「 政 治 的 」 で あ る 。 西

暦 三 一 三 年 に キ リ ス ト 教 が ロ ー マ 帝 国 の 公 式 宗 教 と し て 採 用 さ れ て

か ら は 、 歴 史 社 会 の 中 心 と し て 「 教 会 」 が あ ら ゆ る 過 酷 な 営 為 に 参

加 し て き た と い う こ と は 、 西 洋 史 を 紐 解 け ば す ぐ に 明 ら か に な る 。  

三 大 世 界 宗 教 の ひ と つ で あ る イ ス ラ ー ム の 教 義 で は 、 現 実 社 会 の

執 着 か ら 逃 れ て ひ と り 魂 の 救 済 を 求 め る よ う な 思 想 も 、 敵 で さ え も

愛 せ よ と い う 、 実 現 不 可 能 な 究 極 の 愛 の 精 神 を も 、 教 え ら れ は し な

か っ た 。 む し ろ 、 現 実 社 会 の た だ 中 に あ っ て 日 常 生 活 を 営 み 、 政 治

参 加 を す る こ と に お い て 、 神 を 恐 れ 神 に 従 う こ と が 求 め ら れ た 。 イ

ス ラ ー ム で は 、 信 者 が 過 酷 な 歴 史 社 会 と 直 面 し な が ら 生 き る こ と そ

の も の が 、 宗 教 的 な 修 行 で あ り 「 ジ ハ ー ド 」 で も あ っ た 。 こ の 点 で
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は イ ス ラ ー ム は ユ ダ ヤ 教 と 似 て い る 。 現 在 で は 、 ユ ダ ヤ 教 徒 が そ の

ま ま 生 物 学 的 に「 イ ス ラ エ ル び と 」、つ ま り ユ ダ ヤ 人 で あ る と い う こ

と は で き な い も の の 、 宗 教 学 的 に は ユ ダ ヤ 教 は 「 民 族 宗 教 」 の ひ と

つ と し て 分 類 さ れ る 。 倫 理 規 定 を 含 む さ ま ざ ま な 契 約 を 結 ぶ 相 手 と

し て 、 イ ス ラ エ ル の 神 に よ っ て 選 ば れ た イ ス ラ エ ル 民 族 が 、 約 束 の

聖 地 イ ス ラ エ ル を 求 め て 民 族 の 興 亡 史 に 深 く か か わ る こ と が 宗 教 の

根 幹 で あ る た め に 、ユ ダ ヤ 教 も ま た 過 酷 な 歴 史 社 会 と 直 面 し て き た 。 

そ う い う 意 味 で は 、 ユ ダ ヤ 教 の 「 イ ス ラ エ ル 」 に 象 徴 さ れ る 選 民

思 想 は 、 イ ス ラ ー ム で は 、 あ ら ゆ る 人 間 に 要 求 さ れ る 普 遍 的 な 選 民

思 想 に 置 き 換 え ら れ る 。 神 の 唯 一 性 と ム ハ ン マ ド の 預 言 者 性 を 認 め

る 人 間 は 、国 籍 、人 種 、社 会 階 層 な ど を 問 わ れ ず 、イ ス ラ ー ム の「 選

民 」を 形 成 す る 。イ ス ラ ー ム で は こ れ を 信 者 の 共 同 体「 ウ ン マ 」 iと

呼 ぶ の で あ る 。  

イ ス ラ ー ム に お け る 魂 の 救 済 は 「 ウ ン マ 」 に 所 属 す る こ と に よ っ

て 実 現 さ れ る 。 人 間 は ウ ン マ の 成 員 と な り 、 歴 史 社 会 を ウ ン マ と 共

に 生 き 抜 く こ と に よ っ て 、 来 世 で 楽 園 に 入 る こ と が で き る 。 社 会 か

ら 脱 出 す る こ と に よ っ て で も な く 、 実 現 不 可 能 な 高 度 な 理 想 に 殉 じ

る こ と に よ っ て で も な く 、 現 実 社 会 の な か で 神 の 指 針 に 従 っ て 人 間

と し て の 自 然 な 生 を 生 き る こ と こ そ が 、 イ ス ラ ー ム の 教 え の 根 幹 な

の で あ る 。  

ユ ダ ヤ 教 の 「 イ ス ラ エ ル 」、 キ リ ス ト 教 の 「 教 会 」、 イ ス ラ ー ム の

「 ウ ン マ 」 は 、 い ず れ も そ れ ぞ れ の 信 徒 の 意 識 が 収 斂 し て い く 宗 教

の 中 心 点 で も あ る 。 こ れ ら の 中 心 点 の 役 割 こ そ が 、 宗 教 史 の 要 点 で

も あ り 、 将 来 へ む け て 平 和 を 作 り 出 す 責 任 あ る 母 体 と も な る 。 し た

が っ て 、 こ れ ら 母 体 が 協 働 す る こ と が で き る な ら 、 持 続 可 能 な 平 和

な 世 界 を 維 持 し て い く た め の 宗 教 の 役 目 を 果 た す こ と が で き る か も

し れ な い 。  

 

２ 、 宗 教 と 暴 力  

 世 界 の ど の 宗 教 も 、 長 い 歴 史 の な か で 、 一 切 の 暴 力 と か か わ ら な
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い で き た も の は な い 。 た と え 物 理 的 な 暴 力 を 行 使 し な か っ た と し て

も 、 精 神 的 、 心 理 的 な 暴 力 に ま で 範 囲 を 広 げ る な ら 、 暴 力 批 判 か ら

逃 れ ら れ る 宗 教 な ど な い 。し か し 、宗 教 は 本 来 、人 々 に 平 和 を 説 き 、

さ ま ざ ま な 欲 望 の 束 縛 か ら の 解 放 方 法 を 教 え 、 与 え ら れ た 命 を 穏 や

か に 生 き る よ う に 諭 す も の で は な か っ た の か 。仏 教 の「 無 」や「 空 」

の 教 え も 、キ リ ス ト 教 の「 隣 人 愛 」も 、イ ス ラ ー ム や ユ ダ ヤ 教 の「 戒

律 」も 、苦 し い 現 実 の 生 を 生 き る 人 々 に 与 え ら れ る「 魂 の 救 済 装 置 」

で は な か っ た の か 。 選 民 思 想 を 基 盤 と す る モ ー セ の 十 戒 で も 「 人 を

殺 し て は な ら な い 」 と 記 し て あ る 。                                       

こ の 「 人 」 と は い っ た い 誰 を 指 す の だ ろ う 。 ユ ダ ヤ 教 で は 神 に 選

ば れ た イ ス ラ エ ル の 民 だ け を 指 す の か も し れ な い 。 実 際 に ユ ダ ヤ 教

の 祈 祷 文 に は 「 神 よ 、 イ ス ラ エ ル に だ け 平 和 を 与 え た ま え 」 と い っ

た 内 容 の も の も あ る 。 イ エ ス も ユ ダ ヤ 人 と し て 生 ま れ ユ ダ ヤ 人 と し

て 生 き た 人 で あ る 。 イ エ ス の い う 「 人 の 命 」 は ユ ダ ヤ 人 だ け に 、 あ

る い は イ エ ス 後 に 発 展 し た 異 邦 人 伝 道 を 予 期 し て 「 イ エ ス を 信 じ る

人 々 」 だ け を 意 図 し て い る の で あ ろ う か 。 そ う で あ れ ば 、 宗 教 に は

そ れ ぞ れ の 宗 教 の 囲 い 込 み が 成 立 し て お り 、そ の 枠 外 に い る 人 は「 人 」

と し て 扱 わ れ な い と い う こ と に な る 。 枠 外 に い る 人 々 と し て 、 ま ず

思 い 浮 か ぶ の は 異 端 や 魔 女 、 悪 魔 つ き と し て 排 除 さ れ て き た 人 々 の

こ と で あ り 、 他 の 宗 教 を 報 じ る 異 教 徒 た ち の こ と で あ る 。 ひ と つ の

宗 教 だ け を 絶 対 の 真 理 と し て 扱 い 、 他 の 宗 教 思 想 を 異 教 や 邪 教 と し

て 退 け る 立 場 か ら み れ ば 、「 人 」と は 同 じ 宗 教 の 信 者 で し か あ り え な

い 。  

「 あ な た の 敵 を 愛 し 、 自 分 を 迫 害 す る 者 の た め に 祈 り な さ い 」 と

い う 究 極 の 愛 の 理 想 を 教 え た キ リ ス ト 教 は 、 ま さ に 究 極 の 平 和 を 教

え る 宗 教 で あ る が 、 前 に 触 れ た よ う に 、 そ の キ リ ス ト 教 が 歩 ん で き

た 歴 史 は け っ し て 平 和 的 と は い え な い 。 土 井 健 司 は 以 下 の 様 に 言 っ

て 、 キ リ ス ト 教 と キ リ ス ト 教 徒 を 分 け て 考 え る よ う に 勧 め て い る 。。 

 

キ リ ス ト 教 と キ リ ス ト 教 を 信 じ る 者 と は 必 ず し も 一 致 し ま
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せ ん 。キ リ ス ト 教 の 中 に は さ ま ざ ま な 考 え 方 が あ る の で す 。し

か し 、い か な る 理 由 か ら で も 積 極 的 に 戦 争 、紛 争 、暴 力 を 行 う

こ と は キ リ ス ト 教 的 で は あ り ま せ ん 。（ 土 井 健 司 、『 キ リ ス ト 教

を 問 い な お す 』、 筑 摩 書 房 、 二 〇 〇 三 年 、 五 六 頁 。  

 

こ の 考 え 方 に は た し か に 説 得 力 が あ る が 、 し か し 、 キ リ ス ト 教 徒

が い な け れ ば キ リ ス ト 教 は 存 在 し な い と い う こ と を 考 え る な ら 、 宗

教 的 理 想 と 信 者 の 行 為 と は 完 全 に は 切 り 離 し て 議 論 す る こ と が で き

な い よ う に 思 わ れ る 。  

あ る 宗 教 が 歴 史 の な か で 生 き 残 っ て い く た め に は 、 そ の 宗 教 は 社

会 と 密 接 な 関 係 を も っ て い な け れ ば な ら な い 。 そ う い う 意 味 で は 、

宗 教 は い ま で も 社 会 の 統 合 理 念 と し て 潜 在 的 な 力 を 有 し て い る の で

あ る 。 宗 教 と 暴 力 の 結 び つ き は 、 世 界 の ど の 宗 教 に も み ら れ る 現 象

で あ る 。し か し 、「 魂 の 救 済 装 置 」と い う 役 割 を 果 た す は ず の 世 界 宗

教 が 、 歴 史 上 、 安 易 に 暴 力 や 戦 争 と か か わ っ て き た 理 由 と し て 考 え

ら れ る こ と は 、 い か に 精 神 主 義 を 掲 げ る 宗 教 で あ っ て も 、 宗 教 そ の

も の が 原 理 と し て も っ て い る 「 社 会 性 」 と い う 性 質 が 暴 力 や 戦 争 に

深 く か か わ っ て い る か ら で あ る 。 そ の い っ ぽ う で 、 こ の 「 社 会 性 」

を 環 境 問 題 と の 関 連 で 考 え る な ら 、 社 会 的 ・ 経 済 的 理 由 が 「 魂 の 救

済 装 置 」 と い う 彼 岸 的 な 理 想 に よ っ て 覆 い 隠 さ れ て し ま う 可 能 性 が

予 測 さ れ よ う 。 こ の よ う な 、 宗 教 が も つ 危 険 に つ い て も 、 あ ら か じ

め 考 え て お く 必 要 が あ ろ う 。  

キ リ ス ト 教 で は 、 イ エ ス や パ ウ ロ の 死 後 ほ ど な く し て 、 徹 底 し て

非 暴 力 を 説 き 「 あ な た の 敵 を 愛 し 、 敵 の た め に 祈 り な さ い 」 と ま で

教 え た イ エ ス ・ キ リ ス ト の 説 教 は 省 み ら れ な く な り 、「 神 が 望 め ば 」

神 の 名 に よ る 戦 争 が 正 当 化 さ れ る と い う 「 正 戦 思 想 」 が 浮 上 し て き

た 。 し か し 、 こ の 思 想 は も と も と ユ ダ ヤ 教 か ら 受 け 継 い だ 「 聖 戦 思

想 」 を 展 開 し た も の で あ り 、 旧 約 聖 書 の 思 想 で も あ っ た 。 キ リ ス ト

教 も ま た 、 イ エ ス が 命 を か け て 排 除 し た 伝 統 的 な 「 イ ス ラ エ ル 」 の

聖 戦 を 再 現 さ せ 、 公 式 教 理 の な か に 植 え つ け て し ま っ た の で あ る 。  



6 

 

 

３ 、 宗 教 的 理 想 を も う 一 度  

 宗 教 的 暴 力 や 殺 戮 は 、 神 の 意 志 で は け っ し て な い と い う 冷 静 な 判

断 を す る 人 々 は 、ど の 時 代 に も い た で あ ろ う 。そ れ ら の「 常 識 的 な 」

人 々 が 多 数 派 で あ り 、 し か も 豊 か な 知 識 と 宗 教 的 信 念 を も っ て 、 巨

大 な 権 力 に 非 暴 力 の 抵 抗 を す る こ と が で き る な ら 、 過 激 な 聖 戦 思 想

も 巨 大 な 国 家 権 力 に よ る 国 家 テ ロ を も 排 除 す る 力 に な る こ と が で き

る か も し れ な い 。 こ れ ら の 「 常 識 的 な 」 人 々 は 、 温 暖 化 や 資 源 枯 渇

な ど の 地 球 環 境 問 題 に つ い て も 、 宗 教 的 信 念 を も っ て 立 ち 向 か う こ

と が で き る で あ ろ う 。  

 こ こ で 、 地 球 環 境 問 題 と い う 歴 史 的 に 緊 急 で 重 大 な 課 題 を 前 に し

て 、 わ た し た ち は 宗 教 が も つ 本 来 の 役 割 を も う 一 度 思 い 出 し て み る

こ と が 必 要 で あ る 。「 魂 の 救 済 装 置 」と し て 出 発 し た 宗 教 は 、ど の 宗

教 も 非 暴 力 を 説 い て い る 。「 あ な た の 敵 を 愛 し な さ い 」と い う イ エ ス

の 言 葉 は 現 実 に は 実 行 不 可 能 な 理 想 で あ る が 、「 人 に し て も ら い た い

と 思 う こ と は 何 で も 、 あ な た が た も 人 に し な さ い （ マ タ イ 七 章 一 二

節 ）」 と い う 教 え な ら 、 誰 で も 実 行 す る こ と が で き よ う 。「 敵 を 愛 す

る 」 で は な く 、 こ ち ら の ほ う を 「 黄 金 律 」 と し て 尊 重 し た の も 人 間

に と っ て 実 行 可 能 な 自 然 な 教 え で あ っ た と い う こ と が で き る か も し

れ な い 。  

 幾 度 か の 繰 り 返 し に な る が 、 イ エ ス の 山 上 の 垂 訓 は 「 あ な た が た

も 聞 い て い る と お り 」 と い う 言 い 出 し で 旧 約 聖 書 の 律 法 、 つ ま り ユ

ダ ヤ 教 の 戒 律 と 対 比 し な が ら 、 あ ま り に も 理 想 的 で 現 実 に は 実 行 が

不 可 能 な 厳 し い 道 徳 率 を 説 い て い る 。 究 極 の 隣 人 愛 で あ る 「 敵 を 愛

し な さ い 」 と い う 教 え と と も に 、 イ エ ス が な ぜ 、 こ の よ う な 人 間 に

は 実 行 不 可 能 な 教 え を 述 べ た の で あ ろ う か 。  

 繰 り 返 し に な る が 、 八 木 誠 一 に よ る と 、「 神 の 支 配 」 の も と で は 、

人 間 の 行 為 は 定 め ら れ た 律 法 に よ っ て 決 定 さ れ る の で は な く 、「 神 の

支 配 」 に よ っ て 決 定 さ れ る の で あ り 、 人 間 の 側 の 意 図 的 な 判 断 を 超

え て い る こ と に な る と い う 。  
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キ リ ス ト 教 に み ら れ る 「 隣 人 愛 」 や 「 黄 金 律 」 の 教 え 、 ユ ダ ヤ 教

や イ ス ラ ー ム の 日 常 生 活 上 の 道 徳 、ユ ダ ヤ 教 の「 十 戒 」、イ ス ラ ー ム

の 「 タ ク ワ ー 」 の 精 神 な ど の 意 義 を も う 一 度 、 そ の 根 源 に 立 ち 返 っ

て 考 え る こ と が 必 要 な の で は な い だ ろ う か 。  

翻 っ て 現 実 を み つ め て み れ ば 、 二 〇 世 紀 の 後 半 か ら 各 地 で 台 頭 し

て き た 宗 教 復 興 運 動 の 隆 盛 は 、 近 代 政 治 体 制 を 導 い た 政 教 分 離 政 策

が ま す ま す 形 骸 化 し て い る こ と を 示 し て い る よ う に み え る 。 そ こ で

は 、 政 教 分 離 政 策 は 現 代 政 治 に と っ て 最 善 策 で あ っ た の か と い う 疑

問 が 湧 い て く る 。現 実 に 宗 教 思 想 の 影 響 を 完 全 に 排 除 し た 政 権 な ど 、

世 界 の ど こ に も な い か ら で あ る 。  

 前 近 代 の ヨ ー ロ ッ パ の よ う に 、 政 治 権 力 に 教 会 権 力 、 あ る い は 宗

教 的 権 力 が 結 託 す る こ と は 、 避 け な け れ ば な ら な い 。 そ う い う 古 典

的 な 意 味 で の 政 教 一 致 に は 、 も は や 意 味 が な い で あ ろ う 。 し か し そ

の い っ ぽ う で 、 い ま や 宗 教 本 来 の 精 神 や 理 想 を 政 治 や 社 会 に 応 用 す

る と い う 、 新 し い 発 想 の 宗 教 観 を 考 え る と き に き て い る の で は な い

か と 思 わ れ る 。  

た と え ば モ ー セ の 十 戒 に 従 っ て 紛 争 に よ る 殺 戮 を 回 避 し 、 イ エ ス

の 「 隣 人 愛 」 の 精 神 に 従 っ て 国 際 政 治 や 地 球 環 境 を 考 え 、 あ る い は

イ ス ラ ー ム の 「 タ ク ワ ー 」 の 精 神 に た ち か え っ て 謙 虚 に 平 和 構 築 を

進 め 、 将 来 の 人 類 の 平 和 的 な 生 存 を 考 え る な ら 、 宗 教 の 理 想 が サ ス

テ ナ ブ ル な 地 球 環 境 を 維 持 し て い く た め の 重 要 な 役 割 を 果 た す こ と

が で き る で あ ろ う 。 こ の よ う な 考 え に つ い て は 、 複 雑 な 国 際 政 治 や

環 境 問 題 を 考 え る う え で 、 宗 教 的 理 想 な ど な ん の 意 味 も な い 、 む し

ろ 子 供 だ ま し に し か す ぎ な い と い う 反 論 が 返 っ て く る で あ ろ う 。  

し か し 、イ ン ド の 独 立 の 父 、マ ハ ト マ・ガ ン ジ ー や ア メ リ カ の M . L .

キ ン グ 牧 師 の 「 非 暴 力 的 抵 抗 運 動 」 が 現 代 の 私 た ち に も 感 動 と 勇 気

を あ た え 続 け て い る 現 実 を 考 え る な ら 、「 宗 教 的 理 想 」に も 国 際 政 治

や 経 済 を 動 か す だ け の 力 が あ る こ と を 認 め ざ る を え な い で あ ろ う 。  

 こ ん に ち の 宗 教 的 暴 力 は 、 た ん に 宗 教 的 要 因 だ け で 起 き て い る の

で は な い が 、 そ の 背 後 に は 、 相 互 の 無 理 解 が 横 た わ っ て い る こ と も
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憂 慮 す べ き 点 で あ る 。 宗 教 と 平 和 を 考 え る た め に 必 要 な こ と は 、 た

と え 意 味 が な い な ど と 誹 謗 中 傷 を さ れ よ う と も 、宗 教 間 ･文 明 間 対 話

を 実 行 し 続 け る こ と で あ る 。 元 ロ ー マ 教 皇 ヨ ハ ネ ・ パ ウ ロ 二 世 の 活

動 や 、 前 イ ラ ン 大 統 領 ハ ー タ ミ ー に よ る 「 二 〇 〇 一 年 国 際 対 話 年 」

の 提 唱 な ど の よ う に 、 国 際 政 治 や 環 境 問 題 に お い て も 多 宗 教 間 で た

が い に 理 解 し あ い 協 働 す る こ と が 、 い ま ほ ど 求 め ら れ て い る と き は

な い 。  

興 味 深 い こ と に 、 世 界 各 地 で 気 候 危 機 に 見 舞 わ れ て い る 人 類 に と

っ て 、 一 つ の 指 標 と な る 見 解 が 「 気 候 危 機 と 人 類 の 今 後 」 と い う 対

談 形 式 で 、 新 年 １ 月 ８ 日 の 「 朝 日 新 聞 朝 刊 」 に 掲 載 さ れ て い る 。 経

済 社 会 理 論 家 の ジ ェ レ ミ ー ・ リ フ キ ン と 経 済 思 想 家 の 斎 藤 幸 平 と の

対 談 で 、 私 と 同 意 見 だ っ た の は 、 リ フ キ ン の 以 下 の 見 解 で あ る 。 リ

フ キ ン は 斎 藤 に 「 レ ジ リ エ ン ス の 時 代 」 に つ い て 尋 ね ら れ る と 、 以

下 の よ う に 答 え た 。  

 

（ レ ジ リ エ ン ス は ）回 復 だ け で な く 、自 然 に 適 応 し 、共 存 す る

能 力 が 私 の 考 え る レ ジ リ エ ン ス で 、 今 後 の 人 類 に 必 要 な 力 で

す 。人 間 は 自 然 環 境 を 支 配 す る の を や め 、自 然 の ほ う に 適 応 し

な い 限 り 、存 続 は 危 う い 。そ れ が「 レ ジ リ エ ン ス の 時 代 」な の

で す 。  

 

リ フ キ ン の 主 張 は 、 持 続 可 能 な 平 和 な 世 界 と 自 然 環 境 を 地 球 上 の

子 孫 た ち に 残 す た め に 、 人 間 は 自 然 環 境 を 支 配 す る の を や め 、 自 然

の 在 り 方 に 従 わ な い 限 り 、 存 続 は 危 う い と い う こ と で あ ろ う 。 以 前

か ら 私 が 考 え て き た こ と を 、 は っ き り と 言 っ て い る の に 驚 い た 。 こ

の 対 談 に よ る と 、 こ れ ま で の 人 間 の 経 済 活 動 、 す な わ ち 資 本 主 義 が

地 球 環 境 を 激 変 さ せ た と 判 断 し 、 新 た な 地 質 年 代 を 「 人 新 世 」 と 名

づ け る 提 案 が 国 際 学 会 で 検 討 さ れ て い る そ う で あ る 。  

私 は 数 年 前 か ら 、 国 際 政 治 や 環 境 問 題 の 解 決 に あ た っ て は 、 自 然

を 尊 重 す る こ と と 同 時 に 、 歴 史 を 生 き 延 び て き た 宗 教 が 背 負 う 役 割
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と 責 任 を 重 要 視 す る こ と で あ る と 主 張 し て き た 。 実 際 、 宗 教 の 役 割

は 、 ま す ま す 大 き く な っ て い る が 、 日 陰 の 宗 教 学 者 の 声 な ど 、 こ れ

ま で 世 間 に 響 く こ と は な か っ た が 、 世 界 に は 似 た よ う な 見 解 を 持 っ

て い る 高 名 な 学 者 も い る の だ と 、 元 気 づ け ら れ た 。  

今 日 で は 、 科 学 万 能 の 時 代 に 暮 ら す 私 た ち 人 間 も 、 人 智 を 超 え た

神 ・ 仏 の 教 え に 、 謙 虚 に 耳 を 傾 け る こ と が 大 切 か も し れ な い 。 と く

に 同 一 の 神 を 奉 じ る 三 つ の 宗 教 、 ユ ダ ヤ 教 、 キ リ ス ト 教 、 イ ス ラ ー

ム は 、「 ア ブ ラ ハ ム の 宗 教 」と い う 共 通 性 を 掲 げ て 、暴 力 を 放 棄 し 平

和 を 作 り 出 す た め に 協 働 す る こ と が 、 い ま 、 こ の と き に あ っ て 、 緊

急 の 課 題 で あ る 。 た が い に 正 統 性 を 主 張 し て い が み あ っ て 地 球 環 境

を 破 壊 し 、 命 の 差 異 を こ と さ ら に 強 調 し て 他 者 を 排 除 す る よ う な 時

間 は 、 わ た し た ち 人 類 に は 、 も は や 残 さ れ て は い な い の で あ る 。  

そ れ だ け で は な く 、 地 上 の 人 類 の 幸 福 で さ え 、 十 分 に は 確 保 で き

な い 人 々 が 、 宇 宙 へ 打 っ て 出 よ う と す る こ と な ど 、 不 遜 な こ と で は

な い か と 思 う 。 地 上 の 問 題 が 満 足 に 解 決 で き な い ま ま で 、 月 や 衛 星

を 、 人 類 の 「 ゴ ミ 捨 て 場 」 と し て 汚 そ う と す る な ど 、 誠 に 不 遜 な こ

と で は な い か 。 今 日 の 気 候 不 順 は 、 ま さ に 恐 竜 や マ ン モ ス が 跋 扈 し

て い た 時 代 を 彷 彿 と さ せ る 。 何 億 年 も 前 の こ と な の で 、 現 代 の 私 た

ち が 心 配 す る 必 要 は な い と 思 う が 、 気 候 は 人 間 の 心 身 に 大 き な 影 響

を 与 え る 。 も し か し た ら 、 ウ ク ラ イ ナ や パ レ ス チ ナ の 紛 争 も 地 球 の

気 候 変 動 が 人 類 の 深 層 心 理 に 悪 い 影 響 を 与 え て い る の か も し れ な い

と 思 わ ず に は い ら れ な い 。  

 

本 文 は 隔 月 刊 雑 誌 『 み る と す 』 N o . 9 2  2 0 2 4  に 掲 載 さ れ た 拙 文 の 転 送 で あ

る 。 昨 年 1 0 月 に 勃 発 し た イ ス ラ エ ル と ガ ザ の 戦 争 が 一 時 も 早 く 終 息 す る こ

と を 祈 っ て 、 平 和 へ の 祈 り と し て 書 い た も の で あ る 。 こ の 戦 争 に 関 す る 具

体 的 な 枠 組 み に つ い て は 、 ア ラ ブ 調 査 室 の 2 0 2 4 年 １ 月 号 ホ ー ム ペ ー ジ に 投

稿 し た 論 文 『 三 つ の 一 神 教 に お け る 宗 教 と 紛 争 』「 第 ８ 回 、 ガ ザ 戦 争 の 終 結

を 祈 る 」 に 続 く も の で あ る 。 紛 争 は い ま だ 止 ま ず 、 ガ ザ 側 に は 幼 児 を 中 心

に ３ 万 人 を 超 え る 犠 牲 者 が 出 て い る 。 （ ２ ０ ２ ４ ． ３ ． １ ５ ）  


