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1 ． は じめ に

　 『コ ヘ レ トの 言葉 』は
， 旧約 の 知恵 文学 に 属 す る文書で あ る 。 「すべ て は 空

しい 」 とい う言葉か ら始 まる極 め て 独特 な 内容 の 文書で あ る 。 「すべ て は空 し

い 」 とい う厭 世的 な表現 だ けで もある程 度予想が つ くよ うに
，

この 文書 は聖 書

正 典 の 中 で 際立 っ た位置付 けを有 して い る 。 す で に 紀元 1 世紀末の い わ ゆ る ヤ

ム ニ ア会議に おい て
，

こ れ を聖書正典 に 入れ る か どうか につ い て ユ ダヤ教 団内

部で 激 しい 論 争が あ っ た と言 わ れて い る％ こ の 書 に書か れ て い る 内容が 極端

で あ りまた特殊で あ るた め に ，
こ れ を神の 言葉 と して 認 定すべ きか ど うか 賛否

両論が 生 じた の で あ る
。

よ うや く議論の 最終段 階 に お い て 聖性 が認定 され る に

至 っ た 。 「コ ヘ レ トの 言葉』に は そ うい う逸 話が あ る 。 今 日で も ， 旧約 中の
一

文書 として ふ つ うに読 まれ て は い る が ， 内容 が 大変つ か み に くく， 何 が 書い て

ある か を要約する こ と も難 しい の が こ の 文書で あ る 。

　特殊 な文書で あ る 『コ ヘ レ トの 言葉』が
， 極め て 特殊で あ る に もか か わ らず ，

旧約 の 知恵の 思想 的系譜 に あ る とい うこ とは重 要 な事実で あ る 。 けれ ど も， そ

れ が ど うい う意味 と意義 を有す る か に つ い て は あ ま り考察 され る こ とが な い
。

そ こ で ，
こ の 問題 に つ い て 議論 す る こ とを こ こ で の 我 々 の 課題 とす る 。 『コ ヘ

レ トの 言葉』が 旧約の 知恵の 系譜に属す る とい うこ とが 我々 に とっ て 大 変重要

な意味 を有す る こ と
。 そ れ を説明す る の が こ の 論文 の 趣 旨で あ る 。
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2 ． 『コ ヘ レ トの 言葉』の 世界

　 コ ヘ レ トの 言葉が 旧約の 思想的伝統 の 中で は極 め て 異 質で ある とい うこ とは

確か な こ とで あ る。 そ れ は 旧 約の 『箴言』 と比べ て み る とよ くわ か る 。 『筬言』

は古代 イス ラ エ ル の 知恵 をま とめ た文 書で あ る。 例 えば ， 10章27節 に 「主 を

畏れ れば長寿 を得る 。 主 に逆 らう者の 人生 は 短い 」 と記 され る 。
こ れ は典型的

で また 伝統 的な知恵の 言葉 で あ る
。 主を畏れ る こ と と主 に逆 ら うこ とが 対比 さ

れ
， しか も ， 主 を畏れ る 者 は 長寿 ， 逆 ら う者 は 短命 とい う報い が 認定 され る 。

原 因 に は必 ず そ れ に 見合 っ た結 果が伴 うの で あ っ て
， 正 義か らは 幸福が 結果 し

，

悪 か らは 不 幸が結果 する牝 こ れ が知恵の 世界で あ る 。
こ こ に は

， 確か な秩序

が あ る 。 経験 に よ っ て 認識 され た世界の 秩序 で あ る 。 知者は 自らの 経験に よ っ

て 世界 の 秩序 や法 則 を探 り， そ うい う知 的探 究か ら得 た実 際的で 実用的 な言葉

を語 る の で ある 。 そ れ が 知恵で ある 。

　とこ ろが
， 『コ ヘ レ トの 言葉』の 場 合は どうで あろ うか 。

コ ヘ レ トは知恵の

法則と矛盾す る こ とを語 る 。 しか も， 徹底的に語る 。 例 えば ， 9章11− 12節。

　足 の 速 い 者が 競争 に
， 強い 者が戦 い に ， 必ず しも勝つ とは 言 えない

。

知恵が ある か ら とい っ てパ ン に あ りつ くの で も， 聡明 だ か らとい っ て

富 を得 る の で も ， 知識が あ る とい っ て 好意を もたれ る の で もない
。 時

と機会 は だ れ に も臨むが
， 人間が そ の 時 を知 らない だ けだ 。 魚が 運悪

く網 に か か っ た り， 鳥が罠 に か か っ た りす る よ うに
， 人 間 も突然不運

に 見舞 われ
， 罠 に かか る 。

　こ れ は
， 先 ほ どの 箴言 IO章27節 と は 内容 的に 全 く矛盾 す る 。 箴言 で は

， 正

義か ら は幸福 が 結果 し ， 悪 か ら は不幸 が結 果す る とい う知 恵 の 秩序があ っ た 。

原 因 に は そ れ に ふ さわ しい 結果が結び つ く。 けれ ど も
，

コ ヘ レ トの場合 は
， 足

の 速い 者が必 ず競走 に勝つ わけ で は な く ， また 強い 者が必 ず し も勝利 す る わ け

で は ない
。

つ ま り， 正義か らは 幸福が 必 ず し も結果せ ず ，
悪 か らは不幸が 結果
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す る わけで は ない の で ある 。 秩序が 全 く混 乱 して い る 。
こ れ が コ ヘ レ トの 世 界

認識で ある 。 人 間は
， 魚や 鳥が罠 に か か る よ うに

， 突然不運に 見舞わ れ る こ と

がある 。 原因と結果は全 く乖離 し， しば しば偶発的な こ とが 生 じ ， すべ て は不

確実だ ， とい うこ とが コ ヘ レ トの 結論 なの で あ る
（
％ 要す る に ， 知恵の 秩序の

崩壊で ある 。
コ ヘ レ トは 知恵を疑い

， 知恵の 無効性 を訴える の で ある
。 さらに

1章17節 に は こ う記 され る 。 「熱心 に 求め て 知 っ た こ とは
， 結局 ， 知恵 も知識

も狂気であ り愚か で あ る に す ぎない とい うこ とだ 。
こ れ も風 を追 うよ うなこ と

だ と悟 っ た」。
こ れ は 極め付 きで ある 。 知恵 は役 に立 た ない

。
い や

，
そ れ ど こ

ろ か
， 知恵も知識 も狂気で 愚か で さえあ る

，
と コ ヘ レ トは結論する。 か つ て 箴

言 で は 知恵 と対極 に あ っ た 「愚 か さ」が ， 今や 「知恵」 と同質に な っ て しま う。

コ ヘ レ トの 場 合に は
， 古 い 知恵 は もはや何 の 意味 も持 た な い

。 そ うい う意味で
，

コ ヘ レ トの 思想は伝統的な 知恵 の 思想 とは全 く異質で あ る と言える わけで ある 。

3 ． コ ヘ レ トに お け る伝統的知恵の継承

　 コ ヘ レ トが伝統的な知恵に 疑 い を持 っ て い る 。 それ は確か な こ とだ と思 われ

る 。 古 い 知 恵の 秩序 を コ ヘ レ トは 片 っ 端 か ら破壊 して い る か に 見 える 。 そ れで

は
，

コ ヘ レ トは知 恵 その もの を否定 して い る の で あろ うか 。 それ に つ い て は
，

慎重に 考えなけれ ば な らない
。 彼が 伝統 的な知恵の 思想 を継承 して い る とこ ろ

が 見 出 され る か らで あ る 。 それ は
， 「時」 に つ い て コ ヘ レ トが 思索す る とこ ろ

だ 。

　特に 3 章 1 節 か ら17節 に 注 目 した い
。 1 節 か ら17節 を段 落 とするの は

，
1 節

と17節 に 同 じ表現が あ っ て
，

そ れが 全体の 枠組み に な り囲い 込 み構造 を示すか

らで あ る％ 細か い こ とは省略 す るが ，
こ の 段 落で 重要 な こ とが 二 つ ある 。 ま

ず ，

コ ヘ レ トに とっ て 「時」 は神が決定 し ， 神が 支配す る もの だ とい うこ とで

あ る 。 「天 の 下 の 出 来事に は すべ て 定め られ た時 が あ る」 とい う表現 だけ で も

わ か る 。 神が すべ て の 時を造 り， 決定 して お られ る 。
つ ま り， 時は神 に よる秘

義だ とい うこ とだ 。 とこ ろ が ， 他方で
， 人 間は その 「時」 を知 り尽 くす こ とが

で きない ， とコ ヘ レ トは言 う。 ll節 に 「それ で もなお ，神 の な さる業を始め か
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ら終わ りまで 見極め る こ とは 許 され て い な い 」 と記 され
，

また
，
14節に は 「付

け加える こ とも除 くこ とも許 され て い ない 」 と書か れ て い る 。 人 間は神の 定め

た時 を見極め る こ とが で きない
。

つ まり， 人間 に は 「時」 を認識する力が な い

とい うこ とで ある 。

　 こ れ は ど うい うこ とで あろ うか 。
コ ヘ レ トは

一
方で 「時」 は神 が 決定 した も

の だ と言い
， 他方で 「時」 を人 間は認識 で きない

，
と言 うの で ある鴨 こ れ は

大変興 味深 い
。

コ ヘ レ トは 「時」 につ い て 積極 的 に 語 りなが ら
， 「時」 の 認識

を不 可能だ と見 る 。 要す る に
，

コ ヘ レ トに と っ て 「時」は あ くまで 神の 秘義な

の で あっ て
， それ を人 間は見極め られず ， その 神の 秘義の 前で 人 間は畏れ お の

の くしか な い と コ ヘ レ トは見 て い る わ けで ある 。

　なぜ
，

コ ヘ レ トは こ の よ うな 奇妙 な理屈 を語 る の で あ ろ うか 。 実 は
，

これ が

知恵の 伝統 な の で あ る 。 例 え ば
，

ヨ ブ記28章 を見 て み よ う。
ヨ ブ記28章は ヨ

ブ 記 の 前半部 分 と後半部分 を つ な ぐ間奏 曲 と言 っ て よい 重要 な個所 で あ る
6
も

そ こ に知恵 の 賛美が 記 され て い る 。 まず ， 知恵が あ らゆ る宝 石 に ま さる 高価 な

もの で あ る こ とが謳われ る。 神が そ の 知恵 を創 られ た 。 そ れ が どうい う知恵で

あ る か とい うと
，
26節 に 「雨 に は そ の 降 る 時 を定 め」 とある か ら

， 厂時」 が神

の 知恵の
一

つ と して 賛美 され て い る こ とが わか る 。 時 は神の 秘 義で あ る 。 そ れ

で は
， そ うい う知恵 を人 間は ど う認識で きる だろ うか 。 13節 に ， 「人 間は それ

が備 えられ た場所 を知 らな い
。 そ れ は命あ る もの の 地 に は見 出 され ない 」 と書

か れ て い る 。 人 間に は わか らな い
。

つ ま り不 可知論で あ る 。 21節 もそ うで あ る 。

「すべ て 命ある もの の 目に そ れ は隠 され て い る」。 明 らか に ，
こ の ヨ ブ記28章 は ，

一
方で 時 とい う神の 創造の 秘 義が存在す る こ とを語 り， 他方で 人間が そ れ を認

識 で きない 限界を も語 る の で あ る 鴨 こ れ は コ ヘ レ ト3章 と全 く同 じ論理 で は

ない だ ろ うか 。

　そ の よ うに 見て い くと， コ ヘ レ トと乖離 して い る箴言の 中に も，果 た して 同

じメ ッ セ ー ジ を見 出す こ とがで きる の で あ る 。 例 えば
，
21章30 − 31節 。 「どの

よ うな知恵 も， どの よ うな英知 も ， 勧め も主 の 御前に は 無に 等 しい
。 戦 い の 日

の た め に馬が 備え られ るが ， 救 い は主 に よる」。 人 間の 知恵は 神の 前で は 無 力
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だ とい うの で あ る。 最終的な決定は神 に委ね られ る 。
つ ま り，箴言に よれ ば人

間の 知恵に は限界が あ るの で あ っ て
，

そ の 自らの 限界に おい て 逆説的に人 間は

神 を認識す るの で ある暁 こ の よ うに 旧約 の 知 恵 の 伝統で は
， 神の 秘義は人 間

に隠 され る兜 これ は ヨ ブ記 の 思想 を導き出す知恵の 根本的立場 で もあ る 。

　 こ の よ うな知 恵の 伝統的思想 が コ ヘ レ トに もは っ き り認 定 され る の で ある
。

コ ヘ レ トは
， すで に 9 章 11− 12節 で 我 々 が 見 た よ うに ， 伝統 的知恵が もとも

と有す る 知恵 の 限界性 とい う認識 をラ デ ィ カ ル に引 き出す 。 箴言 に 見 られ ，
ヨ

ブ記 に見 られ る伝統 的 な思想 が コ ヘ レ トに も受け継がれ て い る の で ある 。 そ れ

は コ ヘ レ トの 思想 を理解 す る場 合 に 極 め て 重要 な点だ と言 うこ とが で きる 。
コ

ヘ レ トは伝統的 な知恵 とは異質で あ る と見 えなが ら ， 実 は
， 伝統 的 な知恵を継

承 して い る 。 知恵の 系譜 に あ る の で あ る 。

4 ． 知恵の 世界観

　コ ヘ レ トは
， 神が 時 を決定 した けれ ど も， 人間 に は それ を認識で きな い と語

る 。 こ れ はすで に 我 々 が 確認 した通 りで あ る 。 結果的 に人 間は時 を認識で きな

い わ けだ か ら ，
コ ヘ レ トの 場合 に は

， 決 定論が 成 り立 た ない
q α

。 決定論 とは
，

物事が すべ て 神 に よ っ て 決定 づ け られ
， 終わ りの 時 も決定 して い る とい うこ と

で あ る
ql
も コ ヘ レ トに はそ うい う決定論が な い 。

つ ま り， 非決定論で あ る 。 多

少思弁的な議論 に な る けれ ど も
，

こ れ は コ ヘ レ トll章 1 − 6 節 を見 る と よ く

わ か る
“216

　あな たの パ ン を水 に 浮か べ て 流 すが よ い
。 月 日が た っ て か ら ， それ

を見い だすだろ う。 七 人 と， 八 人 とす ら分か ち合 っ て お け 。 国に どの

よ うな災 い が 起 こ るか 分か っ た もの で は ない
。

…　　 妊婦の 胎内で 霊

や 骨組が どの 様 に な る の か も分か らない の に
， すべ て の こ とを成 し遂

げ られ る神の 業が 分か る わけは ない
。 朝 ， 種を蒔 け ， 夜 に も手 を休め

る な 。 実 を結ぶ の は あれ か こ れ か
，

そ れ と も両方 なの か
， 分 か らな い

の だ か ら。
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　 こ こ に は
， 「国に どの よ うな災い が起 こ るか分 か らない 」 とか ， 「胎児の 骨組

が どうな る か わ か らない 」 とか
， 「実 を結 ぶ 種 が どれ か 分 か らな い 」 とい う懐

疑的な理 由づ けが 目に付 く。 要する に
， 災い は決定 して い ない し ， 胎児の 骨格

も決定 して い ない し ， 実 を結ぶ 種 も決定 して い ない とい うこ とだ。 物事は決定

して い ない
。 将来 は ど うな る か わ か ら ない とい うこ とで あ る 。

コ ヘ レ トに は そ

うい う非決定論が ある 。

　 とこ ろ が
，

こ こ に 実 に 興味深 い 注 目すべ き点が あ る 。
コ ヘ レ トは

， 災い が い

つ 起 こ る か 分か らない か ら諦め ろ， とは言わ な い
。 実 を結ぶ 種は どれ か 分か ら

ない か ら仕 事 を した っ て 無駄だ
，

と は言 わ な い の で あ る
。 む しろ

， そ の 逆 だ 。

災い が い つ 起 きる か分 か ら ない か ら， 「七人
，

八 人 と分 か ち合 っ て お け」。 実 を

結 ぶ の は どれか 分 か らない か ら ， 「朝 ， 種 を蒔い て ， 夜 も手 を休め る な」 と命

じる の で あ る 。 将来の こ とは何 も決定 して い な い の だか ら
， 自分 で 知恵 と力 を

尽 くして
，

とこ とん まで 努力せ よ
，

とい うこ とで あ る 。
こ れ は コ ヘ レ トの 思想

を理解す る場合 に 非常に重要な点である 。 将来 どうなるかは わか らない か ら諦

め る の で は な く， 将 来 ど うな るか はわ か らな い か らすべ て の 責任 は 自分に あ る
，

とい う論理 なの で あ る
〔1
％ 非決定論が逆 に

， 人間 に対 し全責任 を与 え る わけだ。

コ ヘ レ トにお い て ， 非決定論が 人 間の 責任の 根拠 とな るの で ある 。 こ れ は コ ヘ

レ トの 思想 の 特徴で あ る 。

　けれ ど も，
こ うい うコ ヘ レ トの 思想 も， 実は

，
コ ヘ レ ト独自の 思想 で は な く

て
， 伝統的 な知恵の 思想の系譜に ある 。 なぜ な らば ， 非決定論こ そが 知恵本来

の 論理 だか らで ある
（14も非決定論 的な世界観 とは

， 物事は まだ 決定 して い な い
，

だ か ら将来 の こ とは 何 も決定 して い ない
，

と認識す る世界観で あ る 。 知恵の 世

界 は まさ しくそ うい う世界だ。 将 来 の こ とは何 も決定 して い ない か ら
， 人 間に

は 自由が あ り， また ， 自由が あ るか らこ そ ， その 自由 を行使す る人 間に すべ て

の 責任が 帰せ られ る 。 人間 は経験か ら得 た知識や 知恵 を尽 くして 自ら神 に応答

しな けれ ば な らない
。 地上 に お い て与 えられ た責任 を果す （verantworten ）こ

とに よ っ て 神に応答する （beantworten）
〔15
もそ こ で

，
人 は どう生 きるか とい う
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こ とが決 定的に 重要 となる 。 それ に 答えを与える （antworten ）の が知恵の 言

葉 なの で ある 。

　こ の よ うな知恵 的な世界観 を端的 に 表現 する言葉が あ る
。 それ は 創世記 8 章

22節 だ
〔1
％ 「地 の 続 くか ぎり， 種蒔きも刈 り入 れ も， 寒 さ も暑 さ も ， 夏 も冬も，

昼 も夜 も， や む こ とは ない 」。 こ れ は
， 主 な る神が ノ ア の 大洪水 の 後 に宣言 さ

れ た言葉で あ る 。
こ こ に は ， 時の 終わ りとい うこ とが ない

。 すべ て は永遠 に 繰

り返 され る だ けで
， 歴 史に終局は ない

。 しか も， 神が そ こ に 介入す る こ とは予

想 で きない
。 注 目すべ きこ とに

，
こ れ は コ ヘ レ ト 1 章 3 − ll節 と内容 的 に 同

じで あ る 。 「
一

代過 ぎれ ばまた
一

代が起 こ り， 永遠に 耐える の は 大地 。 日 は昇

り， 日は 沈み ， あ え ぎ戻 り， また 昇る 。

…　　川は み な海に 注 ぐが 海は 満ちる

こ と な く，
どの 川 も ， 繰 り返 しそ の 道程 を流 れ る」。 世界 は 終わ りな く続 い て

い く。 そ の よ うな世界 で 生 きる 人間は
， そ うい う世界 で 生 きて い る か らこ そ ，

すべ て の こ とに お い て徹頭徹尾 自らの 責任 が問わ れ
， 倫理が 求め られ る 。

こ れ

が 旧約の 知恵の 世界だ と言 える 。

5 ． コ ヘ レ トの 非終末論

　コ ヘ レ トの 非決定論 の 世界は 終わ りが な く， 循環 し，果 て しな く続 い て い く

世界で ある 。 昨 日が あ り， 今 日があ り， 明 日 も来る 。 ひ た す ら繰 り返す 世界で

あ る 。 た だ
一

つ
， 終わ りが あ る 。 そ れ は 人間の 死 とい う終わ りで ある 。 「すべ

て は塵 か ら成 っ た 。 すべ て は 塵 に返 る」（3章20節 ）。 けれ ど も
，

そ れ は 個 人的

な終わ りで あ っ て ， 世界は変わ らずに続 い て い く。 定 まっ た歴史の 終局 に 向か

っ て い くとい う終末論で は ない の で あ る 。 そ して
，

こ れ が 知恵の 世界で もあ る

の だ 。 将 来 は何 も決定 して い ない の で
， 徹頭徹尾 ，

人 間 の 責任が 問わ れ る の で

ある 。

　こ の よ うな知恵の 世界観 と対照 的 なの が 「終末論」で ある 。 預言者や 黙示思

想 に見 られる 思想 で あ るCi7］
． 定ま っ た終わ りの 時が あ る 。 そ こ に向か っ て

， 時

が 流 れ て い く。 そ の 中で 生 きる 人間 は ， ひ たす ら終わ りを待 つ
。 メ シ ア 信仰 も

そ うで ある 。 終末に こ そ望 み が あ り， そ の 終末か ら現在が 意味づ け られ る 。
こ
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の ような終末論は
， まさ し く決定論に 基づ い た思想 で あ る 。 終末論的 な世界観

と相 容 れ ない の が 知恵 の 世 界 で あ り，
ま た コ ヘ レ トの 世界 で あ る 。 そ こ に は

，

彼岸 的救 済 を認定 せ ず
， 徹頭徹尾 ，

此 岸的 に 思 考す る世 界観が ある
。

コ ヘ レ ト

い わ く， 厂神は天 に い ま し ， あ な た は地上 に い る 」 （5 章 1 節）。

　我々 キ リス ト者 に とっ て ，
こ の よ うな コ ヘ レ トの 世界観 は魅 力が ない か も知

れ な い
。 とい うの も

， 我々 は終末論 的 な信 仰 に 確固 と し た基 盤 があ る か らだ
。

けれ ど も ， 旧約聖書 に は終末論的な 思想 とともに
， 非終末論的 な思想 が位置を

有 して い る こ とも確か で あ る 。
い や ， それ どこ ろ か ， 旧約全体 と して見 る な ら

ば
， む しろ 非終末論的な思想 の 方が 圧 倒 的 に 目立 つ と言 っ て よい

q
  少な くと

も， 『コ ヘ レ トの 言葉』は伝統的知恵の 系譜 に あ っ て
， 非終 末論 的な思想 を継

承 して い る の で あ る 。

　そ れ な らば
， 「コ ヘ レ トの 言葉』の 非終末論 は我 々 キ リス ト者 に と っ て どの

よ うな意味が あ る の だろ うか 。 それ は 我 々 に は価 値 の ない もの なの だろ うか 。

い や ， 決 して そ うで は ない
。 そ こ で

， 注 目 した い の は新約聖 書の マ タ イに よ る

福 音書24章45節以 下 で ある 。 「忠実な僕と悪い 僕」の 譬えが そ こ に記 されて い

る 。 義 なる僕 と悪 し き僕が 対比 され て い る の だか ら ，
こ れ は 旧 約の 知恵の 伝承

に 基づ い た 譬 えで あ る 。
こ の 譬 えは 間違 い な く終末論的 な文脈 の 中にあ る 。 そ

れ は24章全体が終末 に つ い て予 告 した テ キ ス トだ か らだ 。 けれ ど も
，

こ の 譬え

の 中で 決定的 に重 要なメ ッ セ ー ジは何か 。 そ れ は
，

主人が 帰 っ て 来る まで 僕は

僕 と して の 務め を忠 実に果 たせ
，

とい う命令 で あ る 。 主 人 は い つ 帰 っ て 来 る か

わ か らない
。

つ ま り 「時」 は定 ま っ て い る が
， 僕 は それ を認識で きない と い う

こ とだ 。 それ ならば ， 主人が い つ 来るか わか らな い か ら僕 は何 を して も許 され

る の だ ろ うか 。
い や ， 決 して そ うで は ない

。 む しろ
， 僕 はすべ て の 責任 を問 わ

れ る の で ある 。 家 を管理 す る全責任は僕 に あ る 。 僕は知恵 と力の 限 りを尽 くし

て ， 僕 として の 責任 を果 さ な けれ ば な らない の で あ る 。

　こ の 譬 えは終末論 的な文脈 に あ るが
， 問題 とな っ て い る事柄 は コ ヘ レ トll章

に あ る メ ッ セ ー ジ と全 く同 じで ある 。 徹頭徹尾 ， 僕 は 自らの 責任 を問 わ れ る の

で あ る。 終わ りの 時が い つ 来るか わか らない か らこ そ ， 今 を ど う生 きる か が 決
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定的 に 重要 となる 。 今が 徹底的 に 問わ れ る の で あ る 。 我々 は この 福音書 の 譬 え

の 中 に 『コ ヘ レ トの 言葉亅の メ ッ セ ー ジを見 出す こ とが で きる
。 宗教改革者マ

ル チ ン
・ル タ ー は こ うい うこ と を語 っ た と言 わ れ る 。 「た とえ明 日 ， 世 の 終わ

りが来 よ う と
， 今 日 ， 私は リ ン ゴ の 木 を植え る」。 明 日は ど うなる か わ か ら な

い
。 ひ ょ っ と して ， 世 の 終わ りが来るか も知れ ない

。 けれ ど も
， 今 日 リ ン ゴ の

木を植える とい う責任 を人 は果さなけれ ば な らな い
。 今 日 とい う日を自ら引き

受け ， 報い を期待せ ず に
， それ を精

一
杯生 きる責任が 我々 に は あ る 。 そ れ と同

じメ ッ セ ー ジを 『コ ヘ レ トの 言葉』 も語 っ て い る の で あ る。

6 ． 結び と して

　 『コ ヘ レ トの 言葉』は知恵 の 系譜に あ る 。 それ は 非終末論 の 世界で あ り，
ま

た此 岸的 な世界観 で ある 。 こ こ か ら導 き出 され る此岸 的倫理 は ， D ．ボ ン ヘ ッ フ

ァ
ー

の 最晩年の 思 索 ， 「成 人 した 世界」の 神学 を説 明す る
q
％ ボ ン ヘ ッ フ ァ

ー

の 晩年の 思索は 旧約聖書の 再読か ら生み 出 され た
〔2
％。 彼が 黙 示的終末論 を非

聖書的だ と認識 し， またK．バ ル トの 神学 を啓示 積極 主 義 と して否定的 に 評 価

した こ とは よ く知 られ て い る
〔2Do

その よ うに ボ ン ヘ ッ フ ァ
ー

が彼岸へ の 逃避 を

拒絶 し ， 徹底 して此岸的 な責任倫理 を展 開 したの は
， 旧約聖書の 知恵的世界観

に基づ く結論 で あ っ た と見 るべ きで あ ろ う。 彼 の 独特 な思索 は 究め て 現代 的 な

神学的課題 を提起 して い る 。 その 意味 に お い て
， 『コ ヘ レ トの 言葉』が旧約 の

知恵の 系譜 に属す る とい うこ とは
， 我 々 に と っ て 重要 な意義 を有す る

。
ボ ン ヘ

ッ フ ァ
ー

が提起 した 「成人 した 世界」の 原理 は 旧約 の 知恵的世 界観の 中に あ り，

実際また そ こ か ら演繹 され た もの で ある 。

　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （お とも　 さ と し）

〔注〕

（1 ）　ミ シ ュ ナ （ヤ ダイ ム 3 ：5 ）が その 経緯 を伝承 して い る 。 J．ボ ウ カー （土岐訳）

　　『イエ ス とパ リサ イ派』，教文館， 1977年 ，
210 − 21ユ頁参照。 ミシ ュ ナに よれば

，

　　『雅歌 』 と 『コ ヘ レ トの 言葉 亅の 正 典認定 に つ い て 最後 まで 疑 義があ っ た 。 紀元

　　1 世紀 に ヒ レル 派 と シ ャ ン マ イ派の 間で 『コ ヘ レ トの 言葉』の 評価 をめ ぐっ て激
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　　しい 論争が あ り， 前者 は その 聖性 を認め
， 後者 は 認め なか っ た 。 ヤ ム ニ ア 会議以

　　降 もラ ビ ・ア キ バ （135年没） に よ っ て 『コ ヘ レ トの 言剰 につ い て は 疑義が提

　　出 され た 。 こ れ に つ い て は ， W 、ッ ィ メ リ ー （有働 他訳 ） 『箴言 ・伝 道の 書』，

　　ATD ・NTD 聖 書 註 解 刊 行 会 ， 1991 年 ， 279 − 280 頁 を参照 。
　 Vg1 ，　 D ．Michel

，

　　Qohelet，
　Darmstadt

，
1988

，
　S．118．

（2 ） こ の よ うな 「行為と結果の 連 関」は伝統的知恵にお い て広 く認知 され る 。 G．フ

　　オ ン ・ラ
ー ト （勝村訳 ）『イス ラ エ ル の 知 恵』，教団出版局， 1988年， 192 − 212

　　頁参照 。

（3 ） こ れ は 「行為 と結果の 連関の 崩壊 亅と見な され る 。
コ ヘ レ トに見 られ る こ の 事

　　実に つ い て は
， 例 え ば

， E ク リ ュ
ーゼ マ ン （柏井訳）「変革不 能な世界 」，

　 W ．シ ョ

　　ッ トロ フ／ W ．シ ュ テ
ー

ゲ マ ン 『い と小 さ き者の 神 ・旧約編』，新教出版社 ，
1981

　　年， 124 − 132頁 を参照せ よ 。 Vgl．　H ．Gese
，
　Die　Krisis　der　Weisheit　bei　Koheleth

，
　ill：

　　Vom 　Sinai　zum 　Zion
，
　MUnchen

，
1964

，
　S，168−179．

（4 ） 拙論 「コ ヘ レ トの 思 想 的戦略」，大野 他編 『果て な き探 究』，教文館 ，
2002年 ，

　　232 − 248頁 （特 に 238頁） を見 よ 。

（5 ） 前掲論文 ，
239 − 241頁 。

（6 ） 並木浩
．・
氏は ヨ ブ記28章の 重要性 を指摘 し， 特に 1 − 19節 を ヨ ブ 自身の 手 に よ

　　る もの と見 る 。 氏 によれ ば，28章 は ヨ ブ 記の 前半部分 と後半部分 をつ な ぐ連結

　　点 と な る 。 こ れ は 重 要な指摘 で あ る 。 38章以 下で 神 は 自ら を 啓示す る が ， 注 目

　　すべ きこ と に
，

ヨ ブの 切実な問 い に は何 らの 答 え も与え られ ない
。 神の 秘義は ヨ

　　ブ に は認識 で きず ， 依 然 と して 隠 され た ま まで ある 。 28章の 詩文の 主 題は そ の

　　こ とを先取 り して 結論的 に記述 してい るの で ある 。 並木浩
一

「文学 と して の ヨ ブ

　　記」「旧 約聖書 に お ける文 化 と人間 』，教 文館， 1999年，300− 307頁 を見 よ 。 A ．

　　ロ ーは 最新の 研 究 に お い て ヨ ブ記 28章を 「ヨ ブ記 の 第二 の ク ラ イマ ッ ク ス 」 と

　 分 析 して い る 。 A ．Lo
，
Job　28　as 　Rhetoric，　Leiden，2003（VTS ．97）， pp ．233−236．

（7 ） 拙論 「コ ヘ レ トの 思想的戦 略」，
241頁参照 。

（8 ） 左近 淑 （大住雄
一

編 ） 『旧約緒論講義』，教文館， 1995年，375頁 。

（9 ） 実際 ， 箴言 25章 2 節 に は 「こ とを隠すの は 神の 誉れ」 と記 され る 。 知恵に お

　　い て 神 の 秘 義が 隠蔽 され る 点 に つ い て は ，拙論 「黙示，預言，知恵」，小友他編

　　『テ レ ビ ン の 木陰で 』， 教文館 ，
2003年 ，

219 − 220頁 を見 よ 。

（10） 拙論 「黙示 ， 預言 ， 知恵」， 218− 220頁参照 。

（1ユ） Vgl．　W ．B ．Drees，　Determinisrnus／lndetemminismus ，
　in： RGG4

，
Band 　2

，
1999

，

　 S．677−680．
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『コ ヘ レ トの 言葉』 と知恵 の 倫理的世 界観

（12） 拙論 「最悪の シナ リオを想定 して ．1『神 学 』64号 ，
2002年， 75 − 91頁 を参照 。

〈13） 前掲論文，86頁。

（14） G ．フ ォ ン ・ラ ー トに よれ ば知恵 と黙示は 共 に 決定論 的な思 考 を して い る 。 そ

　　れ に よ っ て
， 彼 は 黙示 の 起源 を知恵 に見 出 した 。 G，フ ォ ン ・ラ

ー ト （荒井訳）

　　『旧 約聖 書神学 n 』，教団 出版局， ユ982年，410− 426頁参照 。 けれ ど も，知恵の

　　思想的立脚点はその 限界認識 （知恵の 限界）にあ る 。 その 限 りに お い て
，

知恵は

　　非 決定論 的 な思考で ある 。
こ れ につ い て は ，拙論 1黙示 ， 預 言 ， 知恵」， 219 −

　　220頁 を参照 。

（15） V ．E ，フ ラ ン ク ル （佐野 ・木 村訳 ）『識 られ ざる神』，み すず書 房 ，
1962年 ，

11−

　　12頁参照 。 D 、ボ ン ヘ ッ フ ァ
ーに も同様 な記述が 見 られる 。

　 D ．ボ ン ヘ ッ フ ァ
ー （森

　　野訳） 『現代 キ リス ト教 倫理」， 新教出版社， 1978年 ， 25ユー252頁 。

（16）　 こ の 個所 は通常 ， ヤ ハ ウ ィ ス トに属する とされ るが ， 明 らか に非終 末論 的な歴

　　史観を示す 。 G，フ ォ ン ・ラ
ー

ト， 前掲書 ，
142 − 143頁参照 。

（17） 拙 論 1黙示 ， 預言 ， 知恵」，216 − 218頁 。 預言者の 終 末論 と黙 示思想 の 終末論

　　は 厳密に は 区別 され る 。 こ れ に つ い て は
，
G ．フ ォ ン ・ラ ー ト， 前掲書 ，

415 −

　　418頁参照 。 フ ォ ン ・ラ
ー トは，厳密 な意味で の 終末論を預 言者 に は認定 しない

。

（18）　S，Talmon ，
　EschatolQgie 　und 　Geschichte 　im 　biblischen　Judentum

，
　inl

　　R．Schnackenburg（Hrsg．），　Zukunft ： Zur　Eschatologie　bei　Juden　und 　Christen，

　　DUsseldorf
，

ユ980
，

　S．13−50参照 。
　 S，タル モ ン は厳密 な意味 にお い て 旧約聖書 に は終

　　末概 念が存在 しない と見 る 。

〔ユ9） E ．ベ
ー

トゲ編 （村上訳 ） 『ボ ン ヘ ッ フ ァ
ー

獄 中書簡集』， 新教 出版 社 ，
1988年，

　　378頁 。

（20）　こ れ は 1943年 12月5 日付 の ボ ン ヘ ッ フ ァ
ー

の 書簡か ら確認で きる 。 「僕 は
， 自

　　分 が どれ ほ ど旧約聖書 的 に考えた り感 じた りして い るか とい うこ とに 気づ くこ と

　　が ，
い っ そ う多 くな っ た 」 （前掲書 ， 181頁）。

こ の 記述 の 賣後に ， さ らに こ う記

　　され る 。 「あ まりに 性急 に
， そ して あ ま りに直接的 に新約聖書 的で あろ うと し，

　　またその よ うに感 じよ うとす る者 は
， 僕 の 考えで は キ リス ト者 で は ない 1 （前掲

　　書 ，
181 頁）。

ボ ン ヘ ッ フ ァ
ー は 獄 中で 旧 約聖 書 を二 回半読み

， 多 くを学ん だ

　　（前掲書 ， 149頁）。 そ の 際 ， 彼 の 関心 は も っ ぱ ら 「箴言 ，
コ ヘ レ トの 言葉 ， 雅歌」

　　な ど知 恵文学で あ っ た と思 わ れ る （前掲書 ，
454 − 456頁参照 ）。 実際 ，

コ ヘ レ ト

　　3章の 「時」の 解釈に つ い て 彼は深 い 洞察を記 して い る （前掲 書 ，
196頁 ）。 ボ ン

　　ヘ ッ フ ァ
ー

の 晩年の 神 学的到 達点 が旧約聖 書 を基盤 に して い る事実に つ い て は
，

　　E ．フ ァ イル （日本 ボ ン ヘ ッ フ ァ
ー
研究会訳）『ボ ン ヘ ッ フ ァ

ーの 神学』， 新教 出版
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　　社 ，2001年 ，
256頁 お よび 寺園喜基 『途 上 の キ リス ト論』， 新教 出版社 ，

1999 年 ，

　　161 − 163頁 を見 よ 。

（21）　『ボ ン ヘ ッ フ ァ
ー獄中書 簡集』，

322頁 ，
413頁 （た だ しこ れ はベ ー

トゲ か らの

　　書簡）。 ボ ン ヘ ッ フ ァ
ーは黙示 思想 の 彼岸的歴 史観を否定的 に見 て い る 。 こ れ に

　　つ い て は，E ．フ ァ イル
， 前掲 書 ，

277頁参照 。
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