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２０２０年１１月１日(日)礼拝メッセージ 

聖書箇所：伝道者の書４章１～１６節（旧約 P1142） 

タイトル：「三つ撚りの糸は簡単には切れない」 

 

 伝道者の書４章に入ります。「日の下でどんなに労苦しても、それが人に何の益になるだろうか。」と、

日の下での労苦、神様抜きの、神様無しの労苦がいかに空しいものであるかを語ってきた伝道者ですが、

その中にも光る言葉というか、含蓄のある言葉が散りばめられています。今日のみことばもその一つで

しょう。「一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ撚りの糸は簡単には切れない。」今日

は、この「三つ撚りの糸は簡単には切れない」というテーマでお話ししたいと思います。 

 

 Ⅰ．片手を満たして憩いを得る（１－６） 

 

 まず、１節から６節までをご覧ください。３節までをお読みします。「私は再び、日の下で行われる一

切の虐げを見た。見よ、虐げられている者たちの涙を。しかし、彼らには慰める者がいない。彼らを虐げ

る者たちが権力をふるう。しかし、彼らには慰める者がいない。いのちがあって、生きながらえている人

よりは、すでに死んだ死人に、私は祝いを申し上げる。また、この両者よりもっと良いのは、今までに存

在しなかった者、日の下で行われる悪いわざを見なかった者だ。」 

 伝道者は改めて、日の下で行われている一切の虐げを見ました。虐げる者たちが力で人々を虐げ、ねじ

伏せているのです。虐げられている人たちは無力で、何の抵抗もできません。彼らはただ涙するだけで、

立ち上がることすらできないのです。しかも、そんな彼らを慰める者もいません。どうしようもない非情

な社会です。 

この伝道者の生きていた時代がどういう時代であったのかわかりませんが、伝道者が見ていた状況は、

現代にとても似ています。この伝道者の時代も格差社会だったのでしょう。今、日本では経済的格差がど

んどん広がり、富める人はますます富み、貧しい人は貧しいまま、負のスパイラルから抜け出せずにいま

す。 

 

伝道者はこうした現実を見てこう言います。２節です。「いのちがあって、生きながらえている人より

は、すでに死んだ死人に、私は祝いを申し上げる。」いのちがあって虐げられながら生きている人よりは、

死んだ人のほうがましだということです。死人は、地上での労苦から解放されているからです。生きてい

ても虐げから逃れることができず、涙するしかないのであれば、むしろ死んだ人の方が幸いではないか、

というのです。これはいじめられた人がよく口にすることです。「こんなことなら死んだ方がましだ」。い

じめや虐待は、それほど辛いものなのです。 

 

それだけではありません。３節には、「また、この両者よりもっと良いのは、今までに存在しなかった

者、日の下で行われる悪いわざを見なかった者だ。」とあります。すごいことばです。「この両者」とは、

「いのちがあって生きながらえている人」と「すでに死んだ死人」のことを指しています。この両者より

ももっと良いのは、今までに存在しなかった者、最初から生まれて来なかった者だと言うのです。なぜな

ら、最初から生まれて来なければ、日の下で行われる悪いわざを見ることがないからです。虐げられるこ



2 

 

ともありません。しかし、これは伝道者がこの世に存在することを否定しているのではなく、日の下で行

われている現実を見て、それがいかに空しいものであるのかを述べているだけです。いったい問題はど

こにあるのでしょうか。それは、彼が日の下の現実だけを見ていたことです。１節には「日の下で行われ

る一切の虐げを見た」とありますし、３節にも「日の下で行われる悪いわざ」とあります。「日の下で」

ということが強調されているのです。すなわち彼は、日の上を見ませんでした。 

 

伝道者はここで、虐げられている者には慰める者がいないと言っていますが、果たしてそうでしょう

か。確かに「日の下」だけを見たらそうでしょう。しかし、「日の上」には慰めがあります。そうした虐

げられている人たちの背後には神がおられ、彼らの嘆きの声を聞き、その歩みを守っておられるのです。

詩篇１０:１７－１８にはこうあります。「主よ。あなたは貧しい者たちの願いを聞いてくださいます。あ

なたは彼らの心を強くし耳を傾けてくださいます。みなしごと虐げられた者をかばってくださいます。

地から生まれた人間がもはや彼らをおびえさせることがないように。」 

 

「それでも夜は明ける」という映画を観ました。原作は「トゥエルブ・イヤーズ・ア・スレーブ」です

が、奴隷制度がはびこっていたアメリカを舞台に、自由の身でありながら拉致され、南部の綿花農園で１

２年間も奴隷生活を強いられた黒人男性の実話を描いた映画です。主人公が体験した壮絶な奴隷生活と、

絶望に打ち勝つ希望を描き出している映画です。実際はもっとひどかったんだろうなあと思いながら観

ていましたが、こんな人生なら死んだ方がましだと思ったことでしょう。「日の下」の現実だけをみたら

そうなんです。どこにも希望など見いだすことなどできません。しかし、日の上を見るなら、そこに貧し

い者たちを顧みてくださる神がおられます。そして、その神が慰めと希望、耐える力を与えてくださいま

す。それが「ゴスペル」です。ゴスペルは、そんな黒人の奴隷たちが、神の助けとあわれみを求めて魂を

注ぎ出して歌った歌なのです。その映画の中にも奴隷生活を強いられていた人たちが魂を注ぎ出して神

に歌うシーンがあって、とても印象的でした。 

 

キリストはこう言われました。「すべて疲れた人、重荷を負っている人はわたしのもとに来なさい。わ

たしがあなたがたを休ませてあげます。」（マタイ１１：２８）この方は、あなたを休ませてくれます。こ

の地上でどんなに虐げられていても、その人を自由にし、罪から解放してくださいます。あなたがこの方

のもとに来るなら、あなたも虐げという苦しみから解放され、平安と慰めを得ることができるのです。 

 

次に、４節をご覧ください。４節には「私はまた、あらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは

人間同士のねたみにすぎない。これもまた空しく、風を追うようなものだ。」とあります。 

次に伝道者は、あらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見ました。しかし、それは人間同士のねたみと嫉

妬が動機で行われているのを知るのです。ある人がすべての才能を用いて努力し、労苦して成功すると、

周りの人々はそれを喜ぶどころかかえってねたむという現象が生じます。そこには、相手を蹴落とさな

ければ生き残れないという競争原理が働いているからです。しかし、あらゆる労苦とあらゆる仕事の目

的が、そのように人間同士が競い合うことにあるとしたら、何と空しいことでしょうか。それもまた風を

追うようなものです。 
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５－６節をご覧ください。「愚かな者は腕組みをし、自分の身を食いつぶす。片手に安らかさを満たす

ことは、両手に労苦を満たして風を追うのにまさる。」どういうことでしょうか。 

その反面、怠惰で愚かな者は、何もしないでただ傍観し、自分のからだを弱らせるだけだということで

す。５節の「愚かな者は腕組みをし、自分の身を食いつぶす。」は、新改訳改訂第３版では、「愚かな者は、

手をこまねいて、自分の肉を食べる。」となっています。「手をこまねく」とは、「怠ける」という意味で

す。ですから、愚かな者は怠けて、自分の身を食いつぶす、すなわち、自滅するのです。 

 

しかし、それとは反対に、賢い人の生き方があります。それが６節にあることです。「片手に安らかさ

を満たすことは、両手に労苦を満たして風を追うのにまさる。」どういうことでしょうか。新共同訳では

ここを、「片手を満たして、憩いを得るのは 両手を満たして、なお労苦するよりも良い。」と訳していま

す。つまり、あれも欲しいこれも欲しいと、両手ですべてをつかみ取ろうとしてあくせく働くよりも、片

手でもいいから得られるもので満足し憩いを得る方がずっと良い、ということです。今あるもので満足

するという知恵です。箴言３０：８には、「むなしいことと偽りのことばを、私から遠ざけてください。

貧しさも富も私に与えず、ただ、私に定められた分の食物で、私を養ってください。」とあります。貧し

さも富も私に与えないで、ただ、私に定められた食物で、私を養ってくださいとは、このことです。自分

に与えられたもので満足するということです。皆さんはどうでしょうか。自分に与えられたもので満足

しているでしょうか。それとも、もっと良いものをと、両手に労苦を満たしているでしょうか。 

 

ヘブル１３：５にはこうあります。「金銭を愛する生活をしてはいけません。いま持っているもので満

足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。「わたしは決してあなたを離れず、また、あなたを捨てな

い。」」いま持っているもので満足するのです。古代ギリシャの哲学者ソクラテスはこう言いました。「い

ま持っているものに満足しない者は、ほしいものを手に入れても満足しない」満足とは欲しいものを得

ることではなく、今あるもので十分だと思うことです。片手を満たして、憩いを得るのは 両手を満たし

て、なお労苦するよりも良いのです。片手を満たして憩いを得る人生を、いま持っているもので満足す

る、そういう人生を求めたいと思います。 

 

Ⅱ．三つ撚りの糸は簡単には切れない（７－１２） 

 

第二のことは、共同体の力についてです。７節から１２節までをご覧ください。７節と８節をお読みし

ます。「私は再び、日の下で空しいことを見た。ひとりぼっちで、仲間もなく、子も兄弟もいない人がい

る。それでも彼の一切の労苦には終わりがなく、その目は富を求めて飽くことがない。そして「私はだれ

のために労苦し、楽しみもなく自分を犠牲にしているのか」とも言わない。これもまた空しく、辛い営み

だ。」 

伝道者は再び、日の下で空しいことを見ました。それは、ひとりぼっちで、仲間もなく、子も兄弟もい

ない人です。その人は朝から晩まで仕事、仕事、仕事と、仕事に依存的になっています。その労苦には終

わりがありません。しかもそれは世のため、人のためではなく、自分のため、自分の富を得るためです。

もっと多くの富を持とうと目をギラギラさせ、ただ労苦して働く毎日です。１年３６５日、寝ても覚めて

も仕事のことばかり。ひたすら働き続ける企業戦士というイメージです。そこには飽くなき欲望があり
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ます。 

しかも、「私はだれのために労苦し、楽しみもなく自分を犠牲にしているのか」と自ら問うこともしま

せん。つまり、自分は何のために働いているのか、だれのためにこんなに自分を犠牲にしているのか」と

考えることすらしないのです。いわゆる思考停止状態です。現代に生きる私たちに対する警鐘と受け取

れる言葉ではないでしょうか。 

 

いったいどこに問題があるのでしょうか。ひとりで労苦していることです。ひとりで労苦するよりも、

人と力を合わせて生きる方がどんなに美しいでしょう。家族や信仰の共同体もなく、ひとりで生きるこ

とは辛いことです。孤独に生きて絶えず働いても、自分のものに満足できず、財産や名誉に執着して神に

与えられた人生を味わえないなら、それはとても不幸でむなしい人生です。 

 

ですから、伝道者はそのことを勧めるために、次のように語るのです。９節から１２節です。ご一緒に

読みたいと思います。「二人は一人よりもまさっている。二人の労苦には、良い報いがあるからだ。どち

らかが倒れるときには、一人がその仲間を起こす。倒れても起こしてくれる者のいないひとりぼっちの

人はかわいそうだ。また、二人が一緒に寝ると温かくなる。一人ではどうして温かくなるだろうか。一人

なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ撚りの糸は簡単には切れない。」 

 

「二人は一人よりもまさっている。」という言葉は、よく結婚式で引用される言葉です。人はひとりで

は生きられない、という共に生きることのすばらしさを教えてくれます。しかし、これは結婚においてだ

け言えることではなく、この社会全体に言えることです。一人よりも二人、二人よりも三人と、共に生き

て互いに力を合わせるほうがまさっています。なぜでしょうか。伝道者はその理由を次のように述べて

います。 

「二人の労苦には、良い報いがあるからだ。」その方がもっと良い報酬が得られます。また１０節には、

「どちらかが倒れるときには、一人がその仲間を起こす。」とあります。二人なら、どちらか一人が倒れ

ても、もう一人がその仲間を支えて起こしてあげることができます。さらに１１節には「二人が一緒に寝

ると温かくなる。一人ではどうして温かくなるだろうか。」とあります。寒い日に寝るとき温まることが

できます。だんだん朝晩が寒くなってきました。足が冷たいとなかなか寝付かれません。ひどい時には一

晩中眠れないこともあります。でも、どうでしょう。そんな時でも妻の足で暖めてもらうとよく寝ること

ができます。妻は「や～だ、冷たい！」と嫌がりますが、聖書は何と言っているかというと、二人が一緒

に寝ると温かくなる、と教えています。これが戦争などの場合であれば、もっと実感するでしょう。兵士

たちが寒さをしのぐために身を寄せ合って寝るなら、温かく寝ることができるでしょう。つまり、一人よ

りも二人、二人よりも三人です。互いに力を合わせて一つになれば、ひとりでいる時よりも強い力を発揮

することができるのです。これにもし神が結び合わされたらとしたらどうでしょう。それは強力な絆に

なります。簡単には切れません。 

 

１２節をご覧ください。ここには、「一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ撚りの

糸は簡単には切れない。」とあります。一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえます。さらにそ

こに神がともにおられるなら、その絆はもっと強くなります。三つ撚りの糸は簡単には切れないのです。
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これは夫婦関係においても、家族においても、学校や職場、社会全体においても、そして信仰の共同体で

ある教会にも言えることです。どんなことがあっても分かち合って共に歩む信仰の共同体は、神が私た

ちに与えてくださったすばらしい贈り物なのです。 

 

地球上で最大の哺乳動物と言われているシロナガスクジラは、ジェットエンジンよりも大きな声で歌

うことで有名です。驚いたことに、全世界のシロナガスクジラが同時に同じ歌を歌えるそうです。実験の

結果、太平洋のシロナガスクジラが歌を変えると、大西洋のシロナガスクジラも歌を同じように変える

ことがわかりました。まるで指揮官がいるように合唱するのです。 

神は、私たちがひとりでどれほどうまくやれるかを見ておられるのではなく、それぞれ任されたパート

をしっかりと演奏し、一つの美しいハーモニーを奏でるオーケストラのように、共同体の中で一致する

ことを望んでおられるのです。 

「自分ひとりで」信仰生活をするほうが楽だと言う人がいます。集まること自体が負担で時間の浪費だ

と考えるのです。しかし、ひとりで信仰生活をしようとする人は、苦難の波が襲ってくる時もひとりで耐

えなければなりません。私たちの人生はそれほど簡単なものではありません。時には倒れ、時につまず

き、時には苦しむことがあります。そんな時起こしてくれる人がいないとしたら、どんなに大変なことで

しょうか。二人は一人よりもまさっています。一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえます。三

つ撚りの糸は簡単には切れないのです。 

 

ずっとうまくいっていた事業が破綻した中年男性が、次のように言いました。「事業の失敗によって経

済的損失を被ったことはもちろんつらいですが、周りの人々がみな自分を無視して去って行き、ひとり

残されたことが最もつらいです。」 

つらいとき、そばにいてくれる人がいるだけでも慰められ、苦難を克服する力になります。信仰の共同

体の中にいるなら、つまずいたり倒れたりしても、周りの兄弟姉妹たちが支えてくれる力によってもう

一度立ちあがることができます。一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえます。三つ撚りの糸は

簡単には切れないのです。 

 

Ⅲ．人の評判を気にしない（１３－１６） 

 

第三のことは、人の評判を気にしないということです。なぜなら、人気とか評判といったものは、人の

気まぐれによっていつでも変わるものだからです。１３節から１６節までをご覧ください。１３節と１

４節をお読みします。「貧しくても知恵のある若者は、忠告を受け入れなくなった年老いた愚かな王にま

さる。そのような若者は、牢獄から出て王になる。たとえ、その王国で貧しく生まれた者であっても。」 

 

伝道者はここで、貧しくても知恵のある若者と、年老いた王を比較しています。この若者には何の影響

力もありませんが、彼には知恵がありました。一方、年老いた王は、若い時に幾多の試練を乗り越え、つ

いに王位に就きましたが、しかし年をとると頑固になり、他人からの忠告に耳を貸さなくなりました。受

け入れなくなったのです。年を取ると丸くなるというのは間違いです。年をとればとるほど反対に頑固

になっていきます。丸くなるというのはいちいち口論したり、抵抗したりするのが面倒くさくなるので
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そのように見えるだけです。でも心の中では全くもって納得できず、逆に苦々しい思いを持ってしまう

のです。自分でも気づかないうちに頑固になっていきます。この年老いた王がソロモン自身なのかわか

りませんが、もしかすると、自分の経験から言ったのかもしれません。いずれにせよ、そのように貧しく

ても知恵のある若者と、忠告を受け入れなくなった年老いた愚かな王ではどちらがまさっているでしょ

うか。貧しくても知恵のある若者です。たとえ彼が牢獄から出て王になったとしても、あるいは、その王

国で貧しく生まれた者であったとしても、です。 

 

しかし、事はそれだけでは終わりません。１５節と１６節をご覧ください。「私は見た。日の下を歩む

生きている者がみな、王に代わって立つ、後継の若者の側につくのを。その民すべてには終わりがない。

彼を先にして続く人々には。後に来るその者たちも、後継の者を喜ばない。これもまた空しく、風を追う

ようなものだ。」どういうことでしょうか。 

これは、ちょっとわかりづらい訳です。新共同訳では１６節をこのように訳しています。「民は限りな

く続く。先立つ代にも、また後に来る代にも／この少年について喜び祝う者はない。これまた空しく、風

を追うようなことだ。」つまり民衆は、先の王に代わった後継の若い王に対して、最初のうちは期待して

その若者の側につくかもしれませんが時間が経つうちに不満を抱くようになり、次第に彼を喜ばなくな

る、ということです。初めは賢くていい王だなぁと思っていても、慣れてくると、やっぱりこの王も幼い

ところがあるなとか、ああいう考えはおかしいなどと批判するようになるのです。民衆はそのようなこ

とを限りなく続けているわけです。「その民すべてに終わりがない」とはそういうことです。明後日はア

メリカの大統領選ですね。トランプかバイデンか、どちらが大統領になるかわかりませんが、どちらが大

統領になっても言えることは、評判がいいのは最初のうちだけで、そのうち批判されるようになるとい

うことです。飽きてくるのです。国民はそういうことを限りなく続けています。それを見た伝道者は何と

言っていますか。これもまた空しく、風を追うようなものだ。あんなにすばらしいと絶賛した人を、今度

はこき下ろすかのように忌み嫌う民衆の態度に空しさを覚えているのです。 

 

いったい何が問題なのでしょうか。１５節にあるように、彼の心が日の下のことに奪われていることで

す。日の下を歩む人たちはみな、そうなのです。そのすべてに終わりがありません。それは果てしなく続

くのです。なぜでしょうか。人の心とはそのようなものだからです。人の心はそれほど移ろいやすく、気

まぐれなものであり、頼りないものなのです。人の心はコロコロ変わるからこころと言うんだ、と言った

人がいますが、人の心はそれほど変わりやすいものなのです。そんな人の評判を気にし、それを人生の最

終目標とするなら、そこには何の満足も安心も得られないでしょう。私たちは、日の下のそうした人の評

判や評価ではなく、神の評価、神の評判を求めなければなりません。 

 

一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ撚りの糸は簡単には切れない。神を中心とし

た共同体の中で、兄弟姉妹の語る神の声に耳を傾けながら、神の評価を求めながらいきていく、そういう

人生こそ真に幸いな人生であり、いつまでも人々の尊敬を受ける知恵ある生き方なのではないでしょう

か。 


