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創造 の 起 源 に つ い て

創造 の 起源 に つ い て （1）

近 　藤 　勝 　彦

は じめ に

　古代 ギ リ シ ャ 人 に と っ て は ， す べ て を 包括 し
， 永 遠 に 確 か な もの と し て あ る

の は ，

「
自然 」 （フ ユ シ ス ） で あ り，

「
世 界 」 （コ ス モ ス ） で あ っ た 。 こ れ に 対 し

デ カ ル ト の 方 法 的 懐疑 が 示 した 近 代 に 見 ら れ る あ る 種 の 思惟 方 法 （そ れ が 近代

そ の もの の 思 惟 だ と言 うべ きか 否 か は別 に し て ）に と っ て は ，

「人 間 」 が 思 惟 の

原 点 に 据 え ら れ た と言 っ て よ い で あ ろ う 。 し か し ， 20世紀 を経 る 間 に
， 今 や ，

「
自然 的世 界 」 も

「
人 間」 も思惟 の 原 点 と し て ， あ る い はす べ て を包 括 す る原 理

と して の 自明性 を失 い
，

そ れ が そ れ 自体 と し て 揺 る ぎな い 基 盤 で あ る こ と は ，

一
般 人 の 意 識 に と っ て す で に 疑 問 と さ れ て い る と言 わ な けれ ば な ら な い で あ ろ

う 。 そ れ で は ， す べ て の 思 索や 生 活 の 揺 る ぎな き基盤 は ど こ に あ る で あ ろ うか 。

基 盤 と し て の 世 界 と人 間 の 自明 性 の 動 揺 の 中 で
， 疑 わ し い の は 神 か 。

い や む し

ろ
， 人間や 世界 が疑 わ し く， また 不安定 な もの で は な い で あ ろ うか 。 それ ら こ

そ が ， そ の 確 か な 根 拠 づ け ， よ り根 源 的 な 基 盤 を必 要 と し て い る の で は な い か 。

そ うい う予 感 を今 H 多 くの 人 々 が 感 じ て い る 。

　 か つ て エ
ー ミル ・ ブ ル ン ナ ー は ， そ の

『
教義学 』 の 中 で ，

「近 代 神 学 の 歴 史 か

ら は
， 創 造 論 に 関 し て ほ と ん で 新 し い こ と は 報 告 さ れ 得 な い 」

（2 ）
と語 っ た 。 啓 蒙

主 義以 来 ， 近 代 自然科学 の 発展 の 影 に あ っ て ， 神学 的 創 造 論 に 対 して は ， 積極

的 な 関 心 や 理 解 は ほ と ん ど 示 さ れ な くな っ た と言 う の で あ る 。 し か し， そ れ は

19世紀 の 神学 に 関 して は そ うで あ っ た と して も， 20世紀 の 神学 に つ い て は
，

ブ
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ル ン ナ ー 自身の 神学的努力 も含 め て
， その よ うに 言 う こ と は で きな い で あ ろ う。

む し ろ ， 20世 紀 の 神 学 は そ の い くつ か の 代表 的 な 試み に お い て
厂
創造論 」 と 積

極的 に 取 り組 ん で きた
。 そ こ に は ， こ の 世紀 に お け る 文 明 史的 な 背 景 が あ っ て ，

人 間 と世界 の 不安 や 不確 か さ に 直面 し， キ リス ト教神学 は その 発言 の 必 要性 を

認 識 し て き た とい う事情 が あ る 。 20世紀 は， そ の 前半二 度 に わ た る世界 大戦 を

経験 し， 人 間存在 の危 うさ を経験 し， 後半 に は高度技術 に よ る環境破壊 な ど に

直 面 し ， 世 界 の 基盤 の 動 揺 を経 験 して きた 。

　元 来 ， 自然 を含 め て世界 を ど う見 る か は ， キ リス ト教信仰 の 死活問題 で あ っ

た 。 創造 論 は ， 古代教 会 の 時代 か ら他 の 神学的項 目に 劣 らず， そ の 時代 の 宗教 ，

思想 ， 世界観 と の 戦 い の 中 に あ り， キ リス ト教 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ を確立 す る

重 大 局 面 を構成 し て い た 。 キ リス ト教 は 創造 の 信 仰 と神 学 に よ っ て ， た と え ば

新 プ ラ トン 主 義 の 流出論 や ス トア 主義 の 汎神論 ， あ る い は グ ノ ー シ ス 主義 の 二

元 論 と対決 して きた の で あ る 。 今 日で は ， 生 態学的な危機 の 問題 と の 関連 で ，

あ る い は ま た 生命科学 と の 関わ りや ， 宇宙物 理 学的 な 世界 理 解 との 関連 に あ っ

て
， 神学 に お け る創 造 論 の 責 任 が 再 認 識 さ れ て い る と言 っ て よ い で あ ろ う 。 本

稿 で は ，

「
創造 」 の 問題 の 中で も特 に ， そ の

「
起源」 の 問題 に 集中 して ， 最近 の

議論 を振 り返 りな が ら ， 特 に バ ル ト， ブ ル ン ナ ー
， テ ィ リ ッ ヒ

，
モ ル トマ ン

，

バ ネ ン ベ ル ク な どの 神学的努力 に 注 目 し つ つ
，

キ リ ス ト教信仰 に お け る 世界 の

創 造 の 理 解 を明 確 に す る 試 み を し て み た い と思 う。

1．　 「無か らの 創造 」 （creatio 　ex 　nihilo ）

　（1） 創 造 に お け る 神 の 自由

　「創造 の 起源 」 を論 ず る と い う問題 意 識 は ， 注 意深 さ を必 要 とす る 。

「起 源 」

とい う言葉 は ， す で に
厂
源 」 とい う言葉 を含 ん で い て

， 何か
「
水源 」 か ら水 が

流 れ 出て き て
，

や が て
「
世 界 」 とい う大 河 に な る よ うな イ メ ー ジ を与 え る か も

しれ な い
。 しか し も しそ うで あれ ば， そ れ は新 プ ラ トン 主義的 な流 出論に 接近

す る こ とに な る 。 こ こ で はそ うい う意 味 で
，

こ の
「起 源 」 と い う言 葉 を 用 い る

意 図 は な い
。 む し ろ ， 世界 は神 に よ る

厂創 造 」 か ら出発 し た とい う信 仰 の 明 確
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創造 の 起源 に つ い て

化 を 図 りた い と思 う 。 しか し問題 は ， そ の 神 に よ る
「
創 造 」 は ど こ か ら

，
ど の

よ う に 始 ま っ た の か ， そ れ は ど こ か ら 由来 し
，

ど こ に そ の 始元 を持 つ の か と い

う問題で あ る 。 世界創造の
「
根拠 」 は ど こ に あ る か と言 っ て も よ い

。

　 こ の 問題 を め ぐ っ て ， 古代 教 会以 来 ， キ リ ス ト教 神 学 は
，

「
無か ら の 創 造 」 と

い う表 現 を定 着 させ て きた 。

「

神 に よ る創造 」 を
「
．
無か らの 創造 」 と い う の は ど

の よ うな 理 由 に よ る の で あ ろ う か 。 こ の 表 現 の 出典 は 直 ち に 聖 書 で は な く， そ

の 定型 的 な 最初の 現 わ れ は 周知 の よ うに Jヘ ル マ ス の 牧者」 1 ・ 6 に 見 られ る 。

しか し ま た す で に ，
マ カ バ イ 記二 7 ・28，

ロ ー
マ の 信 徒 へ の 手 紙 4 ・17

，
ヘ ブ

ラ イ 人 へ の 手 紙 11・ 3 に 見 られ る各表現 は
，

こ の
「
無 か ら の 創造」 と い う言 い

表 し に 向か う歩 み を示 して い た こ と も し ば し ば指 摘 さ れ る 通 りで あ る 。 そ こ で

は ， 神 の 創 造 は
，

い か な る 素材 も前 提 せ ず ， ま た い か な る 共 同 出 資 者 も
，

ま た

い か な る 匹敵 す る敵対者 もい な い 仕方で な さ れ た 。 そ の 意 味 で は ，

「
創 造 iは お

よ そ 人 間 の 経 験 の 中 に は な い 行為 を表 し て い る と言 わ な け れ ば な ら な い
。 人 間

の 創 作 は
， 常 に す で に 何 ら か の 素材 の 前提 を欠 い て は あ り得な い か らで あ る 。

「無 か ら の 創 造 1が 表 現 して い る こ と は ， そ の よ う に 世 界 創 造 の 起 源 は た だ ひ た

す ら
「
神 に の み 」 あ る と い う信仰 で あ る 。 神 は ， た だ 御 自身 だ け で （solus 　ipse）

天 と 地 を ， そ して 人 問 と 世界 を創 造 さ れ た 。 す で に 創世記 1章 の ヘ ブ ル 語
「 バ

ー ラ ー
」 が 人 間 の 世界 に 類 例 を 見 な い 神 の 独 自の 行 為 を意 味 して い た こ と も こ

の こ と と 関連 を持 ち 得 る 。 創造 は
「
神 の 独 占活動 1

（3
で あ る 。 そ れ は ， 何物 に も

依 存 しな い
「
自由 な行 為 」 で あ る 。 また ， 何物 も神 を創造 へ と強制 す る もの は

存 在 しな い
。 神 は そ の 全能 の 自由に お い て

，
ま っ た く独 りで ， も ち ろ ん キ リ ス

トに お け る 啓 示 に よ っ て 知 られ る 三 位
一

体 の 神 と し て ， 世 界 を創 造 さ れ た 。 そ

れ で は ， 世界 の 創造 の
「
前 に 」 は 何 が あ っ た の か

。 神 の み が あ られ た 。 そ こ に

は
「
時 問 」 も ま だ な い

。

「
時間 」 と

「
創造 」 の 関係 に つ い て ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が

言 う よ う に ，

「
世 界 は時 間 と と も に創 造 さ れ た 」

（‘）か らで あ る 。 そ れ ゆ え ，

「無 か

らの 創造 」 の
「
無 か ら 」 と い っ て も， そ の

「
無 」 は 創 造 の

「
起 源 」 を意味 し て

い る わ け で は な い
。 そ れ は む し ろ ， 創造 に お け る

「
神 の 自由 」 を意 味 して い る

の で あ る 。
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　（2） 非存在 と して の
「
無」 か

　 しか し こ の 関連 で ， 20世 紀 の 神学的創造 論 の
一

つ の 試 み と し て P ． テ ィ リ ッ

ヒ の創造論 に 言及 して お く必 要が あ る 。 な ぜ な ら テ ィ リ ッ ヒ は ，

「
無 か ら の 創造 」

に よ っ て ，

「神 の 創造 の 自由 」 を理 解 す る の で な く，

厂
存在 」 と

「
無 」 の 関係 を

理 解 し よ う とす る か らで あ る 。

厂無 」 は テ ィ リ ッ ヒ の 創 造 論 に お い て は ， 創 造 の

契機 と し て 無視 し得 な い 役割 を果 た して い る 。 しか し そ うは言 っ て も， テ ィ リ

ッ ヒ も もち ろ ん
「
存 在 」 と

「
無 （な い し非存在）」 が 究極的 な 二 元 論 的対立 を構

成 し て い る と主張す るわ け で は な い
。 も しそ の よ うに 存在 と無 との 二 元 論 を構

想 す る な ら ， そ れ は キ リス ト教 と は 言 い 難 い で あ ろ う 。 む し ろ キ リ ス ト教 信 仰

を放棄 して
，

二 元 論的 な 異教 に 転 落 す る こ と に な る 。 そ して そ の 中で は ， 人 間

は究極的な 厂
無 」 の 恐怖 に さ らさ れ ， それ に 脅え る こ とに な ら ざ る を得 な い

。

テ ィ リ ッ ヒ は そ れ を退 け ，

「
無か ら の 創造」 と は ，

こ の
「
究極的二 元 論 」 に 対 抗

す る
「
防備 」 を意味 す る と語 っ て い る 。 そ し て こ の

厂
存在 と無 」 の 究極 的二 元

論 に 対 す る抵抗 に お い て こ そ ， キ リス ト教 は異 教 と決定的 に 相違 し て い る と も

述 べ て い る （5）
。 キ リス ト教 に お い て は非存在 が 存 在 と同 等 の も の と し て 並 ん だ

り ， ま して や そ れ に 優位 す る とい う こ と は な い 。 し た が っ て 古代 的 ， 異 教的 な

悲劇 は キ リス ト教 に よ っ て 克服 さ れ て い るわ け で あ る 。

　 しか しそれ に もか か わ らず， テ ィ リ ッ ヒ は
，

こ の
「
無か らの 創造 」 とい う言

い 表 し に は も う
一

つ の 真理 が 示 さ れ て い る と言 う 。 そ の もう一
つ の 真 理 と は ，

「
無か ら創造 され た こ と は ， 無 に 回帰 し な け れ ば な らな い こ と を意 味 す る 。 そ し

て あ ら ゆ る被 造 物 に は 無 か ら 由来 し た と い う痕跡 （stigma ） が 刻 印 さ れ て い

る 」
（6 ）

とい う真 理 で あ る 。 そ こ で 「被 造 性 」 とい う こ と は
「
非存在 」 を含 ん で お

り ，

「存 在 へ の 脅 か し 」
の を経験 して い る こ とだ と言わ れ る 。

そ れ が テ ィ リッ ヒ に

よれ ば
， 被造物 と い うこ と で あ り， 有限 な 存在 と い う こ とで あ る 。 もち ろ ん 被

造性 は
，

た だ 「非存在 」 を含 ん で い る だ けで は な く，

「
存在 の 力 」 を そ の 中 に 持

っ て い る 。
こ の

「存 在 の 力 」 は ，

「存 在 そ の もの 」 に 対 す る
「参 与 」 に ほ か な ら

な い
。 そ れ ゆ え ， 被造物 ， 有 限 な もの は

，

「
非 存在 以 上 」 で あ る 。 そ の よ うに し

て ，

「被 造 物 で あ る こ と は ， 非存在 の 遺産 （不 安 ） と存在 の 遺 産 （勇 気） との 両
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創造 の 起 源 に つ い て

方 を含 ん で い る 」
（8｝と い う こ と に な る

。
し か し そ れ に し て も ， テ ィ リ ッ ヒ は

「
無

か ら の 創 造 」 と い う こ と は ，

「
被造性 の 中 に は 非存在 の 契機 が あ る 」 とい う こ

と ，
つ ま り は創 造 の

「悲 劇 の 潜 在性 」 を免 れ な い こ と を 意 味 し て い る と見 て い

る わ け で あ る 。

　 テ ィ リ ッ ヒ の こ の 議論 は世界 と人 間 の 創造 の 出来事 の
「起 源 」 を問題 に し て

は い な い
。 そ うで な くそれ は

， 有 限 存 在 の 存在論的構成 の 理 解 を提 示 し て い る
。

こ こ で は創 造 は 有 限存 在 に お け る 存在 と非存在 の
「
関係 」 を意 味 す る もの と し

て 解釈 され る♂ 無 か ら 」 と は神 の 創 造 行 為 の 自由 で な く ， 有 限性 を 規 定 す る
「存

在 へ の 脅 か し 」
「不安 の 対 象 」

（9）と し て 経 験 され て い る もの を意味 す る 。 神 は
「存

在 の 力 」 と し て 非存在 に 抵 抗 し
， 非 存 在 を 克服 し ， 存在 へ の 脅か し を 克服 す る

存 在 の 力 で あ る 。 創造 は始 め を 持 っ た 神 の 自由 な行 為 で は な く， 存 在 の 力 に よ

る非存在 の 克服 と い う事 態 で あ る 。

「
創造者 」 と は ， そ の よ うな 意 味 で の

「
創 造

的 な 存 在 の 根 拠 」 と い う こ とに ほ か な ら な い
。 テ ィ リ ッ ヒ に よ れ ば ， こ の 「創

造的 な 存在 の 根拠 」 に よ っ て
， 非 存 在 の 不 安 に 対 す る 「存在 へ の 勇 気 」 が 根拠

づ け ら れ る こ と に な る 。

　 テ ィ リ ッ ヒ の 神 理 解 は
，

こ の よ う に して
「
非存在 」 を 包括 し た神 思 想 で あ り，

そ の 点 で ， ヤ コ ブ ・ べ 一 メ の
「
無底 」 （Ungrund ） の 思想 や シ ェ リン グ の

「
ポ テ

ン ツ 」 の 思 想 と同 じ流 れ に 立 っ て い る 。 こ れ は ま た ， ブ ル ン ナ ー の 創 造 論 に お

け る神 の 自己 限 定 の 思 想 に も
一

脈通 じ る の で あ る が
， 今 日で は 特 に

，
モ ル トマ

ン の 創 造 論 の 中 に 再 び 姿 を見 せ る
「
無 の 思想 」 と通 じ て い る 。 そ の 背 後 に あ る

の は ， 宗教史的 に 言 う と
，

モ ル トマ ン が そ れ を意識 的 に 肯定す る
1

ユ ダ ヤ ・カ

バ ラ 的 な 無 の 神 秘 主 義 」 に ほ か な ら な い
〔’°）

。
こ う し た

「無 の 思 想 」 の 今 日 に お

け る再 評 価 の 中 に は ま た ， 啓蒙主 義的 な 自然 と人 間の 合理 主 義 的 な 理 解 に 対 し ，

非合理 主義的な 深 み を理 解 し よ う と す る ロ マ ン 主義的 な抵抗が 働 い て い る と い

う面 も無 視 す る こ と は で きな い で あ ろ う 。

2 ．　 「永遠の 創造 」 か
，

「外 に 向 か っ て の 神 の 自由 な 内な る 決意 」 か

（1） 創造者 な る神 ， 主 な る神
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　 と こ ろ で ， 創造 の 起 源 や 由来 を も っ ぱ ら 「神の 中」 に 見 る と い う こ と は ど う

い う こ とで あ ろ うか 。 神 の 中で 創造 が 起 こ っ て い る の で あ ろ うか 。 も し神 の 中

で 創造 が 起 こ っ て い る と す る と
， 創 造 の 起源 は永 遠 で あ る こ と に な り

， 創造 は

「
永 遠 の 創造 」 に な る の で は な い か

。 テ ィ リ ッ ヒ は ，

「
創造 の 教理 は昔々 起 こ っ

た 出来事の 物語 で は な く， 神 と世界 の 関係 の 記 述 で あ る 」
（11）と 語 っ た 。 し か し そ

うで あれ ば ， 世 界 の 創造 は 出来事 と し て は起 こ らなか っ た こ とに な る。 そ して ，

世 界 そ の も の は 神 と と も に
， 永 遠 の 昔 か ら存 在 し

， 世 界 は 神 と と も に 永 遠 に あ

る こ と に な る で あ ろ う。 す で に ， オ リゲ ネ ス は， 結果 と し て そ の よ うな
「
永遠

の 創造 」 を考 えて い た （12）
。 彼 は ， 神 は こ の 見 え る世界 を創造 さ れ た と き初 め て

活動 を始 め た の で は な く，
こ の 世 界 の 前に は 別 の 世 界 が 存在 し て い た と言 い

，

神 の 本性 を 不 活 動 と考 え る こ と は で きな い と して ， 世 界 が あ る 時 か ら存在 し は

じ め る と い う考 え を否 定 し た わ け で あ る 。 そ こ に
「
永遠 の 創造 」 の 説 が 伺 え る 。

テ ィ リ ッ ヒ もま た こ の 点 で は 現代 の オ リゲネ ス で あ る。 しか し
， そ うな る と神

は 常 に 必 然 的 に 世 界 と の 関係 の 中に あ り， そ う で な い 神 は 考 え られ 得 な い こ と

に な る 。
つ ま り神 は 世界 との 関係 ， 世界 の 文 脈 の 中に 逃れ が た くは め こ ま れ る

こ と に な る で あ ろ う 。

　 こ れ に 対 し て
， 創造 の 神が 世 界 の

「主 」 で あ り，

「創 造 者 」 で あ る こ と は ， 神

は世界 に 従属 した り， 世 界 を必 要不 可欠 と して そ れ に 依存 した りし な い は ずで

あ る 。 世 界 の 主 で あ る神 に は
， 創 造 の 自 由が あ る で あ ろ う 。 そ の よ う に して 神

は ， 世 界 との 関 係 の 中に 本質必 然的 に は め 込 まれ て は い ない
。 た と え 世界 が な

か っ た と し て も ， 神 が 神 で あ る こ とに 何 の 欠 け もな い 。 そ の 意味 で ， 創造が 神

に 由来す る と い う こ と は
，

「
神 の 自由」 に 根拠 づ け ら れ て い る と い う こ と で あ

る 。
つ ま り， 創造 の 起 源 は

「
神 の 自由 な 決 意 」 に あ る 。

　 （2）　 Decreta　 Dei

　 こ の よ うに
， 世界 の 創造 は

「
神 の 本質」 か ら必 然 的 に 由来 す る もの な の か

，

そ れ と も
「
神 の 自由 な決 意 」 か ら偶然 的に 由来す る もの か と い う問題が ある 。

神 の 本質 か ら必然的 に と い う こ と に な れ ば
， 世界 の 創造 な し に 神 は考 え られ な

い こ と に な り， 神 は世 界 と の 結 び つ き の 中 に 閉 じ込 め られ る 。

「
永遠 の 世 界 と神」
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創造 の 起源 に つ い て

と い う関連枠 の 中 に 神 は は め 込 ま れ ， 世 界 に 対 す る 神 の 自由 ， 超越 性 ， 絶 対 的

優越性 は失 わ れ る 。 し か し ま た
「
神 の 自由 な 決 意 」 か ら世 界 は 由来 す る と な る

と， 世界 の 偶然 性 の 根本 に 神 の 恣 意 ， 専 制 的 な 恣 意 が 横 た わ ら な い か と い う不

安 が あ る 。 そ れ に 対 し 当然 ， 神 の 創造 の 自由 は単 な る恣 意 で あ る は ず は な く，

そ の 自由 は ， 神 の 本 質 と の
一

致 ・対 応 の 中 に あ る 。
こ の 神 の 本 質 に

一
致 し た 決

意 ， 神 の 中 に あ っ て 世 界 と 人 間 と い う外 に 向か う決 意 は ， 改 革 派 神 学 の 伝 統 で

は
「
聖 定 論 」

「
神 の 決 意 論 」 に よ っ て 取 り扱 わ れ て きた 。

つ ま り，

「
創造 の 起源 」

は ，

「
聖 定論 」 の テ ー マ と な る 。

　
「聖 定 論 」 は

，

「
神 の 内 に あ っ て の

， 外 に 向か っ て の 決 意 」 を語 る 。 創造 の 起

源 を こ こ に 見 る こ と は ， ま た
「
時間 と共 な る 」 創造 の

「
開 始 」 （開始 に お け る創

造） と も 区別 さ れ る 。 創 造 そ の も の の 開 始 は ， 永遠 の 中 に で は な く， ア ウ グ ス

テ ィ ヌ ス が 言 う よ う に 「時間 と と もに 」 で あ る 。 そ の 意 味 で
， 創造 は

「
永遠 の

創造 」 で は な い
。 神 の 内 な る 決 意 は

「

永遠 の 決意 」 で あ る が
， 創造 そ の もの の

開始 は
，

「時 間 と と も に 」 で あ り， ま た バ ル トが 言 う よ う に
「
時間 の 中で 」 と も

言 うべ き で あ る “3 ）
。

こ う し た 創造 に 関わ る神 の 中 の 永遠 の 決意 と
， 創造 の 行為

そ の も の の
「時 間 と共 に 」

「時 間 の 中 で 」 の
「開 始 」 と の 区別 は ，

「聖 定論 」 を

主 題 と し て 設 定 す る こ と に よ っ て 一 層 明 確 に 把 握 す る こ と が 可 能 に な る で あ ろ

う。 ま た ，

「聖 定論 」 に よ っ て 創造 の 起 源 を理 解 す る な ら ば ， 世界 の 創造 の 基 礎

が 神 の 自由 な 決 意 に あ る こ と に よ っ て ， 世 界 に 対 す る 神 の 超 越 1生 も明 らか に さ

れ ， 神 を世界関係 の 文脈 の 中 に 必 然的 に は め 込 む こ と もな い
。 し か も

「
聖 定論 」

は ， そ の 神 の 自 由 が 神 の 本 質 と
一 致 ・対 応 す る こ と ， そ の 対 応 の 中で 世 界 と人

間 の 創 造 に 歩 み 出 す こ と も明 らか に す る 。
つ ま り， 神 の 内 な る三 一

性 か ら経綸

的三 一
性 へ の 歩 み だ し を 理 解 に も た らす の で あ る 。 こ こ に 創造 の 起 源 を見 る 見

方 は
，

20世紀 で は カ ー ル ・バ ル トや エ ー ミ ル ・ブ ル ン ナ ー が と っ た 神学的 な 立

場 で もあ っ た 。

3 ．　 ケ ノ
ー シ ス 的 創 造 論 ブ ル ン ナ ー

の 場 合

ブ ル ン ナ ー は
，

「
あ ら ゆ る 被 造 存 在 に そ の 存 在 根 拠 と し て 先 行 す る 神 の 永遠 の
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意志 」 に つ い て 語 り，
こ の

「
神 の 永遠 の 意 志 」 を 「創造 の 聖定 」 （RatschluB　der

Schbpfung）と語 っ た 。 し か しそ れ で は ， こ の 「世 界 の 根 拠 と して の 神 の 創造 意

志 」 は
，

ど こ か ら来 た の か とい え ば ，
ブ ル ン ナ ー は そ れ を ，

三 位
一

体 の 神 か ら

で な く， 神 の 即 自存 在 が 同 時 に 自己 伝 達 くSelbstmitteilung）の 意 志 で あ る こ と

か ら引 き出 し た 。 さ ら に ブ ル ン ナ ー に よれ ば ， 神 の 自己伝達 の 意志 は ， 神 が
「
わ

れ わ れ の た め の 存在 」 （FUr−uns −Sein）で あ る こ とか ら きて い る 。

「神 は 自己 を

伝達 す る こ と を欲 す る ゆ え に ，
つ ま り対 向者 を もつ こ と を欲 す る ゆ え に

， 世界

を創造 す る 」
（14）と ブル ン ナ ー は言 う。 彼 は また 同 じ よ うに ，

「
神 が わ れ わ れ の た

め に 存在 す る ゆ え に ， わ れ わ れ は 造 られ た の で あ り， 神 が 自己 を伝達 す る こ と

を欲 す る ゆ え に ， 世界 は あ る 」
（15 ）と言 う 。

「
創造 の 聖 定 」 を ブ ル ン ナ ー は さ らに

「 メ シ ア 的 契 約 」 と も呼 ぶ が ， そ れ は 「
イ エ ス ・キ リス ト こ そ 神 の 人 格 的自己 伝

達 」
（16）

で あ る か らで あ る 。
こ の

「
人格的 自己伝達 」 とい う概念 の 中に ブ ル ン ナ ー

の
「
出会 い の 神学 」 の 特徴 が 表現 さ れ て い る 。 ブル ン ナ ー に よ れ ば

， 神 は本 質

的 に 「自己 伝 達 的 意 志 」 で あ り，

「
わ れ わ れ の た め の 存在 」 で あ る 。 そ の た め ，

神 は
「主 」 と し て は

厂
世界 な し に も神 は 神 で あ る 」 と語 りなが ら，

厂主 で あ る ゆ

え に 創 造 者 」 と言 わ れ れ る
（17 ）

。 ブ ル ン ナ ー の
「聖 定論 」 は ，

三 位
一

体論 的で は

な く，

「
出会 い の 神学」 か ら きて い る 。

　 ブ ル ン ナ
ー

は さ らに こ の
「聖 定 」 の 内容 と して

「
神 の 自己 限 定 （Selbstbegren−

zung ）の 意 志 」 に つ い て 語 る 。 そ して
「
神 は 彼 の 対向者 が 真 の 対向者 で あ る た

め に 自己 を 限 定 す る 」
（18）とい う。 神 は 存 在 の 空 間 を ひ と りで 占 め よ う と は さ れ

な い
。 他 の 存在 の た め に 場所 をつ くろ う とす る 。 そ の た め に 自己 を 限定 す る と

言 う。 後 に モ ル トマ ン が ユ ダ ヤ の カ バ ラ思 想 と結 び つ い て 打 ち 出 す
「
神 の 自己

制限」 の 思 想 と共通 の もの で あ る
。

し か し ブ ル ン ナ ー に お け る
「
神 の 自己 限定 」

は カ バ ラ思想 と の 結 び つ き よ りは ， む し ろ
「
出会 い 」 と し て の 彼 の

厂
信仰 」 概

念 と関 連 し て い る 。 と い うの は ，
そ こ で は 被 造 的 対 向 者 の 「自 由 」 や

「
自立 」

の 確立が 目指 さ れ て い る か らで あ る 。
つ ま り 「自由 に 創造者 の 言葉 に 応答す る

自由な対向者」
（’9）を創造 す る こ とが 主題 に な っ て い る 。 被造物 が 自由 に 応答す

る こ と に よ っ て ， 神 の 自己 伝達 は な され る 。 そ の た め に 神 は 自己 限 定 をす るの
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創造 の 起 源 に つ い て

で あ る 。 ブ ル ン ナ ー は こ の 「神 の 自己 限 定 」 を ， さ ら に キ リス トの 十字架 に お

い て 頂 点 に 達 す る
「
神 の 謙 卑 」 （ケ ノ ー シ ス ） の 開始 と み な して い る 。

「
創造 の

聖 定 」 は， ブル ン ナ ー に よれ ば ， 神 の 自己 伝達 の た め の 自己 限 定 で あ り， キ リ

ス トの 十 字 架 に お い て 頂点 に 達 す る ケ ノ ー
シ ス の 開始 で あ る 。 次 に 述 べ る モ ル

トマ ン の
「

神 の 自己 制 限」 の
「
無 の 神秘 主 義 」 に 対 し ， ブ ル ン ナ ー の

「

神の 自

己 限定 」 は
「
人 格主義 的 出会 い 」 に 位 置 を与 え る こ と に 理 由 を持 っ て い る こ と

は明 らか で あ ろ う 。 し か し そ れ に し て も，

「

創造 の 聖 定 」 の 内容 理 解 と して ケ ノ

ー
シ ス 論 で よ い か は ， な お 疑 問で あ る 。 わ れ わ れ が 神 に 対 す る 真 の 対向者 とな

る た め に ，
つ ま りわ れ わ れ が 真 に 自由で 自立 し

， 神 に 応答 す る た め に は ， 神 の

自己 限 定 が 必 要 で あ ろ うか
。 人 間の 自由 は， 神 の 自己 限定 と対 応 す る の で な く，

む し ろ神が ま さ に 全能 の 神 で あ る こ と に 応 え る の で は な い か と思 わ れ る か ら で

あ る 。 創造 は む し ろ神 の 全 能の 自由 に 基 づ くはず で あ る 。 こ の 点 で ，
コ リ ン ・

ガ ン トン も， キ リス トの ケ ノ ー シ ス （謙 卑 ）は 実 は キ リ ス トの プ レ ロ ー シ ス （充

溢 ） で あ る と い う フ ォ
ー サ イ ス の 指摘 に 結 び つ きな が ら ，

「
ケ ノ ー

シ ス 創造 論 」

に 反 対 し ，

「 プ レ ロ ー シ ス 創造 論 」 を示 唆 して い る C2U ）
。 ま た ， キ リス トの ケ ノ ー

シ ス も三 位
一

体論 の 関連 に お い て 理 解 さ れ る な ら ば
， 御 子 な る 神の 謙卑 は ， 神

の 大 能 と矛 盾 す る もの で な い は ず で あ る 。

4 ．　
「神の 自己制限 」 （Gottes　Selbstverschrankung）

　ン の 場合

モ ル トマ

　20世 紀 後 半 の 神学者 モ ル トマ ン は ， 現 代 の 世 界 や 自然 の 理 解 に つ い て
， そ の

問題 【生を次 の よ う に 語 っ て い る。
「
世 界 の 非 神格化 が 大 幅 に 進 ん だ た め に ， 無神

的 な 自然 理 解 と そ の 自然 に 対す る 人 間 の 救 い よ うの な い 関 係 が ま か り通 っ て い

る 」 と。 こ こ に 彼 の 文 明史 的 な位 置 の 自覚が 示 さ れ て お り ， そ こ か らモ ル トマ

ン は ， 現 代 に お け る彼 の 創 造論 の 文明史的使命 を理 解 す る 。 それ に よ る と， 今

日，

「
神 と 自然 との 統合 的概観 （integrierende　 Zusammenschau ） が 必 要 で あ

る 」
（2 ’

吃 い う。
こ う した 文 明史的位置 と使命 の 理 解 は ， 現 代 の 日本 の 自然 観か ら

見 る と決 し て 的確 な もの と は言 い 難 い
。 事 態 は も っ と複雑 で ， 確 か に

一
方 に は
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合 理 主義 的 自然 理 解の 弊 害 も見 ら れ るが ， 同 時 に 他方 で は 依然 と して 自然 の 神

格化や
，

ア ニ ミ ズ ム 的自然観 の 弊 害 に な お 日本社 会 は 苦慮 して い る 事 実 が あ る

か らで あ る 。

「
被造 物神格化 」 の 拒絶 は ， 依然 と して現 代社 会 の 重 大 な 課題 で あ

り続け て い る 。 と こ ろ で モ ル トマ ン は ， 記 述 の よ う な 使命 の 理 解 か ら ， 流出論

や 汎神論 の 真理 契機 を承認 す る と 言 い
， そ れ を聖 定 論 的創 造論 と総 合 し よ う と

試み て い る 。
そ れ は ， テ ィ リ ッ ヒ の 創造論 とバ ル トの 創 造 論 との 総合 を企 て る

と い う壮大 な 企 画 に もな り，
モ ル トマ ン は そ れ を 1三 位 一

体論 的創造 論 」 に よ

っ て 遂行 し よ う とす る 。 そ れ は ， さ ら に 言 葉 を加 え れ ば ，

「三 位
一

体論 的 創造 論 」

に よ っ て 「
神の 世 界 超 越 」 と

「
神 の 世界 内在 」 と を総 合 す る とい う企 て で も あ

る （22 ）
。

　 しか し創造 の
「起 源 」 に 関 して 見 る と，

モ ル トマ ン は こ の 問題 を改 革 派 の 伝

統 の
「
聖 定論 」，

つ ま り
「
神 の 創 造 者 へ の 自己 決 定 」

（23 ）に 基礎 づ け て 理 解 し よ う と

す る 。 た だ し こ の 自己決 定 の 内容 が 問題 に な る と 言 わ な けれ ば な ら な い
。

こ の

点 で モ ル トマ ン は
， 既述 の よ うに ユ ダ ヤ ・ カ バ ラ 的 な 「神 の 自己 制限」 （Selbst−

verschrtinkung 　Gottes）の 思想 に 結 び つ くか らで あ る 。 そ れ に よ る と ， 神 は 自

己 か ら出 て 創 造 す る前 に 自己 の 内 へ と撤 退 し ， そ れ に よ っ て 有 限性 に 場 所 を 与

え る 。

「
無 か らの 創造 」 の

「無 」 は こ の 神 の 自己 制限 ， 自己 撤退 に よ っ て 可 能 に

な る と い う 。

「被 造 物 に 対 し て そ れ 自身 の 存 在 の 場 所 を与 え る 神 の 自己運 動 が ，

創造 に 先 立 つ 。 神 は 御 自身か ら 出 て い くた め に ， 御 自身 の 中 へ と は い っ て い

く」
（24 ）

。
モ ル トマ ン は 神 の こ の 自己 制 限 を神 の 受 動 と も言 い

，
こ の 受 動 が 創 造 の

行 為 に 先 行 して い る とい う。 クザ ー ヌ ス
，

エ ッ テ ィ ン ガ ー
，

ベ ー メ ，
シ ェ リ ン

グ に 見 られ ， テ ィ リ ッ ヒ に 見 ら れ た 無 の 思想 ，
ブ ル ン ナ

ー
に も見 られ た 神 の 自

己 限定 の 思想が ，
モ ル トマ ン の 中 に も再現 して い る 。 しか し こ の 無 の 思 想 は ，

バ ネ ン ベ ル ク に よれ ば 厂ザ ッ ハ リ ヒ に 基礎 づ け られ て い な い 無 の 神秘化 」
（25 ）に

す ぎな い
。 神 の 自己 制 限 に よ る 無 の 思想 は 啓 示 に 認 識 根 拠 を持 た な い と い う批

判 で あ る 。 さ ら に こ の 神 の 自己制限 と して の 聖 定 の 理 解 は ，
三 位

一
体論 的 と も

言い 得 な い で あ ろ う 。

　 こ の モ ル トマ ン の 神 の 力の 制限 と し て の
「
無 」 の 思想 は ，

「創造 者 の 非存在 」
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創造の 起源 に つ い て

と い う
「
虚 無 」 の 思 想 で もあ り，

「
創造 の 悲 劇性 」 とい う重大 な 思 想 に な っ て い

く。 こ れ に よ っ て ，

1悪 は ど こ か ら 」 と い う問題 に も， ま た キ リス トの 十字架 の

「
死 」 の 理 解 に も決定 的 な 理 解が 打 ち 出 さ れ る こ と に な る 。 彼 は 言 う 。

「
ひ と り

子 の 派 遣 と献身 に お い て 神御 自身 が 無 化す る 無 に さ ら され ， 御 自身 に お い て ，

御 自身 に よ っ て ， 無化 す る 無 を克 服 し
，

こ の よ う に し て 被造 世 界 に 存在 と救 済

と 自由 を与 え る 」。 そ うす る と キ リ ス トの 十字 架 と は何 か u そ れ は
1
神が そ こ か

ら 世界 を 創造 し た あ の 無 へ と
， 永遠 の 神が 入 っ て い く こ と」

「
御 自身 が 初 め の 自

己 限定 に よ っ て 明 け渡 し た あの 原 空間 の 中 へ と神 は入 っ て い く」
（26 ｝

。 救 済 は こ

う して宇宙論的救済論 に な るが
， あ たか も神の 独演会の 感 を呈 す る こ と に な る 。

　 モ ル ト マ ン は こ の 神 の 自己 制限 の 思想 を ， 空 間 的 に も ， 時 間 的 に も 展 開す る 。

空 間的に は
「一

種 の 神秘的 原空 間 」 が 成立 す る し
， 時間 に つ い て も，

「
神 は被造

世界 に 時間 を与 え る た め に ， 永遠性 を御 自身 の 中 へ と撤 収す る 」
（27）とい う。 それ

に よ っ て ，

一
種 の 神秘的 な 原時 間 と し て の

［
神の 時間」 が 成立 す る とい う。 こ

こ か ら ，
バ ル トが ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 創造 と 時 間の 関係 理解 に 微 妙 な 異議 を唱

えた 問題 に
，

モ ル ト マ ン も関与す る こ と に な る 。 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は ， 創 造 は

「
時 間の 中 に 」 で な く，

「
時間 と と も に 」 開始 す る と し た 。 しか しバ ル トは ，

「
時

間 と と も に 」 で あ る が ， 同 時 に
「
時間 の 中 に 」 で あ る こ と を語 っ た

。 そ うで な

けれ ば ， 創 造が 「
永遠 の 創 造 」 に な り

， 神 と世界の 連続性の 契機が 出現 す る こ

と を バ ル トは懸 念 し ， そ れ を回避 し よ う と した 。
モ ル トマ ン は し か し ，

「時 間の

中 の 創造 」 をア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が 否 定 しバ ル トが 肯定 した 意味 で の
「
世 界 の 時

間 」 で な く，

「

神 の 時間 」 と し て 語 り，

「
神 の 時 間 の 中 で の 創造 」 を語 る 。 しか

しそ れ は や は り，

一
種 の

「
永遠 の 創造 」 そ し て 神 と世 界 の 創 造 と の 連 続性 の 強

調 に
一

歩 接近 す る こ と に な る で あ ろ う 。

5 ． 御子 の 御 父 との
「自己 区 別 」 （Selbstunterscheidung）

　ン ベ ル ク の 場 合

バ ネ

　バ ネ ン ベ ル ク は創造 を ，

「
神 の 自由 な活 動 」 と し て 理 解 す る 。

「神 の 自由な活

動か ら の 創造 と して の 世 界 起源 」 が あ る とい う
。 そ れ が 自由な活 動 で あ る とい
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う こ と は ，

「世 界 が 現 存 在 の 中に 入 り込 ん で こ な か っ た と して も， 神が神た る こ

と に と っ て 何 も欠 け る もの は な い 」
  と い う こ と を意 味す る 。 しか し 「

神 は
一

度

永遠 か らそ の 自由に お い て ， 被造物 の 世界 の 創造者に して 完成者で あ る こ と を

自己規 定 し た 」
（29 ＞

。 そ れ が 神 の 事実 的な 自己規定 で あ る 。 そ れ ゆ え ， 神 が 世 界 の

創造 を しな い で お くこ と もで きた とい う考 え は ，
こ の

厂
神 の 事実的 な 自己規定」

か らの 抽象 に 基 づ く こ とに な る 。
バ ネ ン ベ ル ク に よ る と， さ ら に神 の こ の 事 実

的 自己規定 は ，

「
神 の 本質 の 永遠性 の 中 に 基礎 づ け られ て い る 」 。

つ ま り， 世界

の 起 源 は
，

「三
一

的 な 生 に お け る ひ と りな る 神の 自由か ら発 し て い る 」 と言 う 。

そ の よ うに して世界 の創造 は また 神 の 愛 の 表現 で も あ る 。

　バ ネ ン ベ ル ク は ， 神の 事実 的 自己 規定 を語 りな が ら も，

「聖定論 」を語 ろ う と

は しな い 。 彼 に よ る と ，

「聖定論」は神 の 自由 の 思 想 に 適合 し な い し ， ま た 三 位

一
体論 に合 わ な い と言 う。 彼 に よ る と，

「古 改革派 的 な神 の 永 遠の 聖定 の 教説」

は ，

「
非三

一
的な

一
神論 」 の 表現 で あ っ た の で あ り， そ れ に よ っ て は

厂
創造 行為

の 自由 を守 る こ とが で き な い 」
（3°）

と言 う。 だ か ら こ そ ， 彼に よ る と ，
バ ル トは

「
永

遠 の 聖 定 の 教理 を彼 の キ リス ト論的に 基礎づ け られ た選 び の 教 説 に よ っ て 置 き

換 え る こ と で修 正 し 」，

「神の 世界関係 の 全領域 に 三
一

神学的基 礎 づ け」 を与 え

た の だ とい う（31 ）
。

こ う して バ ネ ン ベ ル ク は ， 聖定論が 二 位
一一一

体論 な らび に 神 の

自由 の 思 想 と乖離す る と見 て ，

厂 こ の 概念 は 流出 の 表象 （Emanationsvorstel−

lung）に あ ま りに 近 く立 ち す ぎて い る 」
（32 ）

と もい う。 世 界 の 創造 は
「
神 の 愛 」 の

表 現で あ る とい う思想 は ， 彼 に よれ ば三
一

論的 に 展開 さ れ る べ き で あ り ， そ う

す る こ とで
「

創造 行 為 の 自由 」 の 問題 も解決 さ れ る べ きで あ る と い う。
バ ネ ン

ベ ル ク は ，

「聖 定論」 を退 け，

「
三

一
論 」 に よ っ て

「
創 造 の 起源 」 を語 る 。

　 それ で は バ ネ ン ベ ル ク の 言 う 「創造行為 の 三 一
論的起源」 と は何で あ ろ う か 。

バ ネ ン ベ ル ク は そ の 際，
三

一
論 的な御 子 と御父 の 関係 に 注目す る 。 御子 は ， 御

父 の 愛 の 第
一

の 対 象 で あ り， 御 父 は そ の 愛 を 向 け る あ ら ゆ る 被造 物 の 中 で 御 子

を愛 す る とい う。 神の 愛 は御 子 に 向 け られ つ つ
，

そ の 被造物 の
一

つ
一

つ に 向け

られ る 。
つ ま り

厂
被造物 の 個 々 の 特殊性 に 向 け られ る神 の 指 向性 は ， 常 に あ ら

か じ め 御子 に よ っ て 媒介 さ れ て い る」
（33）

と言 う。 そ こ か ら さ らに
，

「御子 の 中
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創造 の 起源 に つ い て

に ， 御 父 に 向 き合 っ て い る あ ら ゆ る もの の 起 源 ， 従 っ て ま た 創 造 者 に 対 す る被

造物 の 自立 性 の 起源 も存在す る 」
（34）と語 られ る 。 さ らに

，
こ の 御子 の 御 父 と の

「自己 区別 」 （Selbstunterscheidung）が 指 摘 さ れ る 。

「
永 遠 の 御 子 の 御 父 か ら の

自己 区別 の 中 に
， 創造者か らの 区別 の 中に あ る被造物 の 現存在 に と っ て の 存在

根 拠 が 求 め られ る べ き で は な い か 」
（35 ｝

と言 う の で あ る 。

「御 子 に 向 く父 の 指 向 に

応 え る御子 の 自己 区別 ，
つ ま り御父 の み に ひ と りな る 神 で あ る 栄光 を 帰 す御 子

の 自己 区別 が ， 被 造 物 の 現 存 在 の 他者存在 と 自立 性 に と っ て の 出発点 を形 成 す

る 」
（36）

と い う の で あ る 。 そ の 際 ， 御 子 の 御父 か ら の 自己 区別 は ， イ エ ス に お け る

啓 示 に よ り ， イ エ ス と 父 な る 神 と の 自己 区別 に よ っ て 認識 さ れ る 。

　御子 を他者存在 の 原理 と す る こ の 思 想 は へ 一 ゲ ル の 思 想 を想起 さ せ る で あ ろ

う 。
へ

一 ゲ ル も また 御子 が 他在 の 原 理 で あ り， 他在 の 原 理 と し て の 御子 か ら有

限性 が 由来 す る と考 え た か ら で あ る 。 こ の 点 で バ ネ ン ベ ル ク は 明 ら か に へ 一 ゲ

ル と の 繋 が りに 立 っ て い る と言 わ な け れ ば な らな い
。 しか し彼 は同時 に ，

へ 一

ゲ ル の 以 下 の 点 を批 判 す る 。
へ

一 ゲ ル に は ，

「
有限 な 世界 の 生 産 に 至 る絶対者 の

論 理 必 然 的な 自己 展開 」 の 主張が あ っ た 。
つ ま りヘ ー ゲ ル の 創造 思想 は流出論

的 で あ っ た 。
バ ネ ン ベ ル ク に よれ ば ，

こ の 絶対者 の 論 理 必 然 的 な 自己 展開 と し

て の 有 限世 界 の 生 産 と い う思 想 は ， 創 造 の 信 仰 と は結 び つ き得 な い も の で あ る 。

彼 に よ れ ば ， そ れ は
，

ヘ ー ゲ ル の 主 体 の 思 想 ， 自己 意 識 を モ デ ル と し た 絶対 的

主 体 と そ の 展 開 と し て の 三 位 一 体 論 と い う思 想 か ら き て い る 。 そ の 場 合 ， 御 子

の 形 態 に お け る他 者 は ，

「
自己 自 身 と の 統

一
か ら の 絶 対 主 観 の 歩 み だ し の 産

物 」
（37 ）

と し て 考 え ら れ る 。 そ し て こ の 自己 外化 は 必 然 的 に 有 限 な も の の 生 産 へ

と 進 ん で い く 。
つ ま り， 創造 の 必 然性 の 思 想 に な る 。 そ こ で バ ネ ン ベ ル ク は ，

絶対 主観 の 自己 展 開 と して の 二 位
一

体 の 思 想 を退 け る わ け で あ る 。 そ れ に 対 し ，

は じ め か ら
「
三

一
的 な ペ ル ソ ナ の 関係 の 相 互 性 」 を主 張 す る 。

こ れ に よ っ て ヘ

ー ゲル 的 な 「絶 対 主 観 の 自己 展開 」 に よ る
「
創造 の 必 然 性 」 の 思想 は 回 避 さ れ

得 る と考 え る わ け で あ る 。 そ の 際 ，
こ の

「三 一 的 ペ ル ソ ナ の 関係 の 相互 性 に よ

る三 一
的 な 生 」 に お い て は ，

一
つ の ペ ル ソ ナ が 他 の 二 つ の ペ ル ソ ナ か ら 自己 区

別 し て い る こ と が ， 神的生 の 統
一

に お け る そ れ らの 交わ りの 条件 に な っ て い る 。
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個々 の ペ ル ソ ナ に お け る 自己 区別 の そ れ ぞ れ の 形 態 はそ れ に よ っ て 損 なわ れ る

こ と は な い
。

「
そ れ に よ っ て 神的 生 は ， 自己 の 内 に 閉 じ た 円環 （ein 　in　sich 　gesch −

lossener　Kreis）と し て ， そ れ 自身 の 外 に い か な る 他 の も の も必 要 と しな い もの

と して 示 さ れ る 」
  とバ ネ ン ベ ル ク は 言 う 。

　 しか しそ れ で は ，

「
御 子 の 御 父 か らの 自己 区別 」，

つ ま り
「
他在 の 原理 」 も ，

こ の 三 一 性 の
「
自己 の 内 に 閉 じた 円環 」 の 中に あ る の で は な い か 。

「
御子 の 自己

区別 」 に よ っ て は ，
た だ

「
自己 の 内 に 閉 じた 円環 」 の 中 で の

厂
創造 の 可 能根拠 」

 

が 言わ れ て い る の み で あ る 。 こ れ に 対 し て ， 神 の 内か ら外 へ の 歩 み だ しが ， 創

造 の 起 源 で な け れ ば な ら な い で あ ろ う 。 そ う だ とす る と ，

「
御子 の 自己 区別 」 は

ま だ そ の 歩 み だ しで は な い
。 そ こ で

「天 の 父 と の ナ ザ レ の イ エ ス の 関係 の 中 で

受 肉 の 出来事 に お い て ， 御 子 は 神 性 の 統
一

性 か ら歩 み 出 す 」
（4 °）と付 け加 え られ

る 。
しか し

「
閉 じた 円環 の 内 な る御 子 の 自己 区別 」 は ，

「
受肉 」 と ど う関 係 す る

の か 。

厂
聖 定論 」 が 扱 っ て い る問題 が

，
こ こ に は 欠如 して い る の で は な い か 。

　バ ネ ン ベ ル ク は，

「
御子 の 御父 か ら の 自由な自己 区別 」 の 中 に ， 神 か ら区別 さ

れ た 創造 の 自立 的現存 在 が 根 拠 づ け られ て い る と見 た 。 さ ら に 彼 は， そ れ に よ

っ て
厂
創造 は た だ単 に 御 父 の で は な く，

三
一

的神 の 自由な行 為 と し て 理 解 さ れ

得 る」
（41 ＞と 語 る 。

こ こ か ら彼 は ，
バ ル トの 創造 論 に お け る御子 の 主体性 の 欠如 を

批判 で き る と考 え る 。
バ ル トに お い て 御子 は 創造 に 参 与 す る が ， そ れ は御父 が

「御 子 を視 野 に お きな が ら」人 間 と世界 を創造 さ れ た とい うに 止 ま る とバ ネ ン ベ

ル ク は批 判 的 に 見 る の で あ る 。

「
御子 の 固有 な 主 体 性 に つ い て は そ の 際 語 られ て

い な い 」
〔4z ）

とバ ネ ン ベ ル ク は 言 う。
こ の 批 判 は

，
バ ル トは創造 を御 父 で な く ， あ

た か も御子 に 帰 して い る とい う ，
ブ ル ン ナ ー に よ る バ ル ト批 判 と は ま っ た く逆

で あ る 。 果 た し て バ ネ ン ベ ル クの バ ル ト批判 は ，
バ ル ト自身 に 当て は ま る か ど

うか 疑 問 で あ る 。 な ぜ な ら，
バ ル トに お い て は ， キ リス トは単 に 神の 行為 を実

行 に 移 す
「
道具」 で あ る だ け で な く，

「選 び そ の もの の 主 体 」
（43 ）と して 理 解 され

る べ き と言 わ れ て い るか らで あ る 。 む し ろ逆 に 問題 に な る の は ，
バ ネ ン ベ ル ク

で はバ ル ト以上 に ， 創造 が 御父 に で な く， む し ろ御 子 に 適 用 （approprieren ）さ

れ る こ と に な っ て い る の で は な い か と い う問題 で あ る 。
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創造 の 起 源 に つ い て

　 へ
一 ゲ ル の 問題 性 は 世界創造 の 必 然性 の 思想の 中 に 見 られ た 。

こ の 問題 をバ

ネ ン ベ ル ク は す で に 20年前 ， 1972年 の 論文 の 中で 言及 し て い た 。

「
へ 一 ゲ ル に お

い て は三
一

論的神 の 内 的生 が 論 理 必 然 的 に 世 界 の 生 産 に 進 む 」 と い う問題 で あ

る 。 しか し20年前 に は ， 彼 は ，
へ 一 ゲ ル に と っ て は

「
自由 と必然性 と は相互 に

排 他 的 で はな い 」 と指 摘 し た 。 さ ら に ヘ ー ゲ ル が
「
世 界 を新 プ ラ ト ン 主 義 的 に

神の 本質 か ら の 流 出 と して 考 え た と想 定 して は な らな い 」 と も語 っ た
。

へ 一 ゲ

ル は ， 創 造 を 単 な る
「派 生 」 （Hervorgehen ） か ら 区 別 し て い た と い う の で あ

る
圃

。 そ の 際重 要 な こ と と して バ ネ ン ベ ル ク が 言 及 し た の は ， 20年後 と は逆 に

ヘ ー ゲ ル に お い て は
「
神が 主体 と して 考 え ら れ て い る こ と 」 で あ っ た 。

「主体 と

し て 考 え ら れ た 絶 対 者 か ら は ， 世 界 は 単 純 に は 派 生 す る こ と は で き な い 」
凶

と

語 っ た の で あ る 。 しか しや が て 20年後， ま さ し くこ の
「
主体 の 思想 」 こ そ が

「
絶

対主観 の 論理 必 然的自己 展 開 」 と して の 「流出論 的創造 思 想 」 の 原 因 と して 批

判 さ れ る こ と に な る。 1972年 の バ ネ ン ベ ル ク の へ 一 ゲ ル 論 と
『
組織 神 学第 二 巻 』

（1991年）の そ れ と の 隔た り は 明 白で あ る 。 こ の 変化 の 原因 は ど こ に あ る の で あ

ろ うか 。 そ の 原因 と して ，
三 位 一 体 論 に お け る神 的 卞体 よ り はペ ル ソ ナ の 相 互

の 区別 と 関係 と を 強調 す る方 向 へ の 彼 自身 の 立 場 の 変 化 を 挙 げ る こ と が で き よ

う 。 そ し て 同 時 に ， その ペ ル ソ ナ の 相互 区別 の 三 一
論 が バ ネ ン ベ ル ク に お い て

は創 造論 に と っ て も戦 略 的 な 位 置 に 立 つ と い う事 態 が 生 じ た わ け で あ る
。

バ ネ

ン ベ ル ク 神学 に お け る こ の 変化 を認識 し な い と こ の へ 一 ゲ ル 評価 の 逆転 は説 明

が つ か な い で あ ろ う。
バ ネ ン ベ ル ク は ， 御 父 との 御 子 の 自己 区別 を他者 存在 の

原 理 に す る と い うへ 一 ゲ ル の 思 想 を ，
か つ て は評 価 し た そ の

「
主 体 」 論 か ら今

や 引 き離 し ， 徹 底 し た ペ ル ソ ナ の 相 互 区別 と 関 係 の 三 位
一

体 論 の 中 に 位 置 づ け

た わ け で あ る 。 そ れ に よ っ て 神 の 主 体 論 で な く，
三 位

一
体論 が 創造 論 の 起 源 の

位置 に 立 っ た 。

　 こ こ で バ ネ ン ベ ル ク に 対 し て 生 じ る い くつ か の 疑 問 に つ い て 言 及 し て お き た

い
。 すで に 述 べ た よ うに

， 神 の
「御自身 の 内に 閉 じた 円環 」 の 巾で の

「御子 の

御 父 か ら の 自己 区別 」 は
， 依 然 と して 創 造 の 「

可 能 根 拠 」 で あ る 。 と い う こ と

は ， な お 事実根拠 ， 現 実化 の 根 拠 を他 に 求 め る必 要 が あ る の で は な い か 。 そ れ
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は 内在的三 位
一

体性 の 内か ら外 へ の 移行 の 根 拠 を求 め る こ と で あ り
，

そ れ こ そ

「
聖定論 」 の テ ー マ で あ っ た 。 そ の 意味 で は ，

バ ネ ン ベ ル クの
「
御子 の 自己 区別 」

の 指 摘 は ，

「
聖 定論」 に と っ て か わ る こ と は で き な い の で は な い か 。

「
御子 の 自

己 区別 」 は神 の 内 な る永遠 の 自己区別 で あ っ て ， 神 と有限な 世界 の 区別 に 直接

転化 す る もの で は な い で あ ろ う。

厂
彼が い な か っ た と きが ある 」 と は 言い 得 な い

御子 の 自己 区別 か ら世界 が 直接導 出 され る な らば ， 世界が なか っ た と き もな く

な る ほ か は な い
。 そ うな る と，

「創造 」 は神 と世界 の 永遠 の
厂
関係 」 を意 味 す る

ほ か は な くな る で あ ろ う。 世界 が な くと も 厂神 の 神 た る こ とに と っ て 何 も欠 け

る もの は な い 」 と い うバ ネ ン ベ ル ク の 発 言 と 「聖 定 論 」 な し に 「御子 の 自己 区

別 」 か ら世 界 の 創造 を導 き出す と い う彼 の 創造 論 は ， か な らず し も容 易 に 両立

す る もの で は な い で あ ろ う。 そ こ で
，

厂御 自身 の 中 に 閉 じた 円 環 」 か ら踏 み 出 す

神 の 愛 の 決意が さ ら に 神学的 に 主 題化 さ れ る必要が あ る 。

　第 二 に
，

バ ネ ン ベ ル ク は ， 古 改革 派 の 「聖 定 論 」 を 「非 三 一 的 な
一

神 論 」 と

言 うが
， そ れ は必ず し も正確 と は 言 え ない の で は な い か

。 聖定 に お け る キ リス

トが そ こ で も主 題 と さ れ て い た か らで あ る （46 ）
。 聖 定論 を三

一
論 的 意味一 そ れ が

バ ネ ン ベ ル ク 的 な三 一
論 で あ るか 否 か は別 に して 一 に お い て 展 開す る こ と は ，

古改革 派 の 伝 統 の 修正 を 意味す る に せ よ ， 決 して そ れ か ら異質 な わ け で は な い 。

バ ネ ン ベ ル ク が
「
御 自身 の 内 に 閉 じた 円 環 」 に つ い て 指示 した こ と は ，

厂経 綸的

三
一

性 」 に 対 して 区別 さ れ た
「
内在的三 一

性 」 を指 示 し た の で は な い か 。 そ う

で な い とす れ ば ， 御子 の 自己 区別 か ら世 界 の 創 造 へ と連 続 す る こ と に な り， ま

さ に 流出論 に 接近 し ，
三 一

論か ら の本質的創造 と して 「永 遠 の 創造 」 に も接近

す る で あ ろ う。 創造 に お け る神 の 自由 は ，
三 一

性 の 内部 で の 御子 の 自己 区別 の

自由に で な く， 神 の 内な る 自由 と対応 しなが ら神の 外 に 向か っ て の 創造 の 自由

と し て 明 ら か に され る必 要が あ る 。

6 ． 創造 の 起 源 と し て の
「恵み の 選 び」

　カ ー ル ・バ ル トは ， 改革派 の
一

般 的 な聖定論 を
「
選 び の 教説 」 に よ っ て取 っ

て 換 えて い る 。

「
恵 み の 選 び 」 こ そ が

，

「外 に 向か っ て の 神 の 内的 な 働 き 」 （opera
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創造 の 起源 に つ い て

Dei　ad 　extra 　interna）で あ っ て ，

「
た だ単 に創 造 だ けで な く， 実 際 に 神 の す べ

て の そ の ほ か の 行為 全 体が
， そ こ か ら可 見 的 と な り， 理 解 さ れ る よ う に な る 」

〔47 ）

と彼 は 言 う 。

「恵 み の 選 び は ， イ エ ス ・キ リス トに あ っ て の 神 の す べ て の 道 と業

の 永遠 的 な 始 ま りで あ る 」
（48 ）と 言 わ れ ， 簡潔 に は 「

イ エ ス ・キ リ ス ト は 創 造 の 実

在根拠で あ る」
〈‘9）と い う こ とに な る 。

　 と こ ろ で 「聖 定論 」 は
一

般 に 神 以 外 の す べ て の も の に 関 わ る 神 の 御 計 画 の 意

志 を論 ず る 。 そ こ で は ， 通 常 ，

「
天 使 」

「人 間 」
「
そ れ 以 外 の 被造物 」が 主 要 な も

の と さ れ る 。
こ れ に対 し

「選 び 1 は ， 人 間 に の み 関係 す る 。
バ ル トは こ の

「選

び 」 を さ ら に 徹底 し て キ リ ス ト論的 に 理解しな が ら，

「一 般的聖 定論 」 と置 き換

え た 。 しか しバ ル トは
一 般 的聖 定 論 を ま っ た く無 視 し た わ け で は な い

。 そ こ で

次 の よ うに 言 わ れ る 。

「
まず 第

一
に そ の 選 ぶ こ と の 中 で の 牛 け る神 を ， し た が っ

て
， イ エ ス ・キ リス トの 中 で うち た て られ た 人 間 と の 特別 な 関係 の 中で の 生 け

る神 を ， 念頭 に お き ， 理 解 し ，
そ れ か ら

，
そ こ か ら して ， 神 の

一 般 的 な ， 世 界

と の 関係 を ， し た が っ て あ の
一

般 的 な 神的決 定 を 念 頭 に お き ， 理 解 す べ き こ と

が
， 聖 書的 ・キ リス ト教的 に は 命 じ られ て い る 」

（5 °）
と。

こ の 秩 序 か ら して ，
バ ル

トに お け る あ の 創 造 と 契 約 の 関係 が 牛 じて く る 。 つ ま り創 造 は ， 契約 の 外的根

拠 と さ れ ， 契 約 こ そ が 創造 の 内的根拠 と さ れ る 。

「選 び 」 か ら理 解 され る と き ，

創 造 は契 約 の
「
前提 」 で あ り，

「
準備 」 で あ る 。 契約 の

「
舞台 」 で あ り，

「

背景 」

で あ る 。 そ れ ゆ え ，
バ ル ト に お い て は 創造 と救済 の 統合 の 仕 方 は ， 創 造 が 救 済

に 従属 す る仕方で な さ れ て お り， 完成 の 中で の 創造 の 本質的 な位置 は第 二 義的

に な っ て い る と 見 られ る 。 そ の た め ， 被 造物 は あ る べ き状 態 よ り低 く置 か れ て

い る とい う批判 が な さ れ た り， さ らに は世界 の 創造 の 相対的 な無視 が あ る と言

わ れ
（5’　 1｝

， 創造 に 関 して 神 の 栄 光 に 関 わ る 面 ， 終 末論的 な 面 が 弱 い と の 批 判 もあ

る
〔52 ）

。 わ れ わ れ は ， 人 間 と 自然 と の 「
共生 」 を単純 に 語 っ て ， 被造世界 に お け

る人 間 の 固 有 な 責 任 的位 置 や 教会 の 位 置 を見 失 っ て は な ら な い
。 し か し ま た ，

す べ て の 被造物 は 神 に 従 属 す る の で あ っ て ， 人 間 に 従 属 す る の で は な く， 世 界

の 主 は 神 で あ っ て ， 人 間で は な い こ と も曖 昧 に して は な ら な い で あ ろ う。
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7． 三 一 論的聖 定論 と して の メ シ ア派遣 の 決意

　以 上 の 検 討 を経 た上 で ， そ れ で は わ れ わ れ は い か な る神学的提案 を提出す べ

きで あ ろ うか
。 以 下 の 諸点 を一 応 の 結論 と して 記 し て お きた い

。 （1）キ リス ト教

創造 論 は ， キ リス トに お け る啓示 の 認 識 か ら し て ， 神 と世 界 の 関係 に つ い て ，

汎 神論 ， 流出論 ，

一
元 論 と は別 個 の 理 解 を持 っ て い る 。 そ こ で 創 造 の 起 源 の 理

解 に 関 して ， 三
一

の 神 の 内在性 （内在的三
一

性 ） と経綸性 （経綸的三 一
性 ） の

区別 の 必 要 が あ る で あ ろ う 。 こ れ に よ っ て ， わ れ わ れ は
， 神 を世 界 関係 の 中 に

は め 込 み ， 世界 の 述 語 と し て 理 解 す る誘惑 か ら身 を離 す 。 （2）内在的三
一

性 か ら

経綸的三
一

性 へ の 歩 み だ し を
「
神 の 決意 ・聖定 」 論 に よ っ て 理 解 す る意 味が あ

る 。 神 の 経 綸的 行為 の 根拠 は
， 神 の 内在 性 か ら経 綸性 へ の 歩 み だ しの 神 の 決 意

に ある 。 こ れ に よ っ て ど こ まで も超越的， 絶対的な神 が ， そ の
「
自由 な愛」 （内

在 的三
一

性 に お け るペ ル ソ ナ の相互 の 関係 に 起 源 を もっ た 愛） に よ っ て 世界 を

創造 し ， 被造物 と の 関わ りの 中に 入 られ る 。 世界創造 の 行為 に い た る決意が 明

らか に さ れ る こ と で ， グ ノ ー シ ス 的二 元 論 は 克服 さ れ な けれ ば な ら な い 。 し か

し ま た 外 に 向か っ て の ひ と りな る 神 の 内な る 決 意 に よ っ て
，

三 一 論 が 三 神論 へ

と傾 斜 す る こ と も防止 され る （53）
。 （3厘 大 な の は

「
神 の 決 意 」 の 内容 で あ る 。 わ

れ わ れ は
， 神 の 永遠 の 決 意 ， 聖定 を

「
メ シ ア 派遣 の 意 志 」 と して 理 解 す る こ と

が で き る の で は ない か
。 キ リス トの 啓 示 は ま さ に そ の よ うに 示 し て い る と思 わ

れ る 。 内在 的三 位 一 体 か ら経 綸的 三 位 一 体 へ の 歩 み 出 し は
， 御 子 の メ シ ア と し

て の 派遣の 決意 に あ る 。 そ こ に ま た 創造 の起源 もあ る 。
こ の 御子 の メ シ ア と し

て の 派 遣 の 決 意 は ，
三 位 一

体 的 な 決意 で あ る 。 さ ら に ，

「 メ シ ア 派 遣 の 決 意 」

は ， 神 の 国の メ シ ア の 派遣 で あ っ て ， 創造 を神 の 国や神 の 栄光 と の 関連 に 置 く。

御子 の メ シ ア と し て の 派遣 の 決 意 は ， 受 肉だ け で な く， 十字架 と復活 に 関わ り，

御 国 の 完成 に 関係 す る 。 こ の メ シ ア 派 遣 の 決 意 を も っ て 神 は創造 を決 意 され た 。

キ リス ト教的創造論 は ， 人間中心 に よ っ て 被造世界 の 位置 を貶 め て は な らな い

が
， 同時 に ま た 人 間 の 責 任的 な特 別 な位 置 を曖 昧 に す る 自然 との 共 生 に 陥 る べ

き で もな い
。

「
出会 い 」 や 「

選 び 」 か らの創造理 解 は ， 人 間 の創造根拠 を示 し た
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創 造 の 起源 に つ い て

が ， 自然 的世界 の 問 題 を背 後 に 退 け る き ら い が あ っ た 。
こ れ に 対 し ，

「 メ シ ア 派

遣 の 決 意 」 に 根拠 を持 つ 創 造 の 理 解 は ， 非人 類 的 な被造物 の 位置 を 喪失 す る こ

と は な い で あ ろ う。 万 物 は メ シ ア と 関係 し ， 神 の 国の 中に そ の 本質的 な 位 置 を

有 して い る 。 万 物 に 関 わ る 「神 の 御計画 」 と人 間 に 関 わ る
「
選 び 」 と は ，

「
御 子

の メ シ ア 派 遣 の 決意 」 の 中 で は関連 づ け られ ， 総 合 さ れ る 。 御 子 の メ シ ア と し

て の 派 遣 は ，

「
神 の 子 ら 1の 回復 と出 現 に 関係 し ， そ れ は ま た被 造 物

一
般 の 救済

（ロ
ー

マ 人 へ の 手紙 8章 19節以 下 ）に 関係 す る か ら で あ る 。 御 父 は御霊 に よ り御

子 を派遣 し ， 御子 は 御 父 に よ り御 霊 を通 して 派 遣 さ れ る 。
こ の 三 位

一
体論的 な

メ シ ア 派遣 の 決 意 に よ っ て ， 創 造 論 と救 済論 の
一 致 ・ 総 合 ， 創 造 と神 の 国 の 関

連 づ け が 可能 に な る で あ ろ う 。 さ ら に は ， 創造 の 起 源 は ， 単 に
「
現歴 史 」 （Urges−

chichte ）に と ど ま らず ，

「歴 史 」 に な る 。
つ ま り

「
外化 す る 業 」 に な る 。 創造 の

起源 は ， 創 造 の 歴 史 の 開始 に な る 。
メ シ ア 派 遣 の 決 意 に お い て ， 神 は 人 間 な ら

び に 世界 と の 垂 直関係 に 止 ま る こ とな く， 御国 の 完成 に 向か う歴史 の 中 に 入 っ

て い くこ とが 根拠 を持 ち ， また 理 解 さ れ る の で は な い か 。

結　　 び

　20世紀後 半 期 の 神 学 は ， そ の 創造 の 起源 の 議論 に お い て 恵 み の 福 音 の 性 格 を

む し ろ希薄 に し て い る よ う に 思 わ れ る 。
モ ル トマ ン の カ バ ラ 的無 の 神秘 主義 に

よ る 神 の 自己 撤 収 の 説 も ， ま た バ ネ ン ベ ル ク の
「
御 子 の 自己 区別 」 の 理 解 も十

分 に 福音的 と は 言 い 得 な い よ うに 思 わ れ る 。 創造 の 信仰 は
， 救済 の 出来事 の 啓

示 か ら認 識 さ れ る 。 キ リス ト教 的創造論 は ， ナ ザ レ の イ エ ス に お け る 神 の 啓 示

か ら理 解 さ れ な けれ ば な ら な い
。 そ れ ゆ え ま た ， 創造 の 信仰 と救済 の 信仰 と は

統
一 的 に 把 握 さ れ る こ と を必 要 と し て い る 。 今 日 の 創造 論 は

，
バ ネ ン ベ ル ク の

み な らず ， 宇 宙 論 的 救 済 を語 る モ ル トマ ン の そ れ も ， キ リス トの 福音理解の 問

題 性 を 映 し 出 し て い な い で あ ろ うか 。
こ の こ と は

，
た と え ば ， そ れ 自体 と し て

は や は り問題 を 免 れ て い な い と は い え ， テ ィ リ ッ ヒ の
「生 き る勇気 」 の 根 拠 と

して の 「非存在 を克服 す る存在 の 力 」 に 比 して さ え も，
そ うで あ る 。 ま た バ ル

トの
「
御 子 に よ る 選 び の 教 説 」 に 比 して

一
層 そ うで あ る 。

「
御子 の 御 父 か らの 自
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己 区別 」 よ り も ， あ る い は 「
神 の 御 自身 へ の 撤 収 」 よ り も ，

「
御子 が 御父 に よ っ

て 派 遣 され て い る と い う も っ と中心 的 な見 解 」 が あ る は ず で あ る 。 ガ ン トン の

指 摘 に よれ ば， た と え ばバ ネ ン ベ ル ク に お い て そ れ が
「
踏 み に じ ら れ る 」 （over −

ride ） 「危 険 」 が あ る 。 し か しガ ン トン に よ れ ば ， こ の 批判 を バ ネ ン ベ ル ク は肯

定 しな か っ た と も言わ れ て い る
（5‘）

。

「
創造 の 起源 」 の 問題 は ，

「
創造 と救済 との

総合的理解」 と も関連す る 。 そ の 詳細 な理解 は ， 今 日な お 依然 と し て探求 さ れ

な けれ ば な らな い 神学的課題 で あ る 。 しか し
， 創造 の 信仰 は根本 に お い て 救済

の 信 仰 で あ る こ と を見 失 っ て はな ら な い で あ ろ う 。
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