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引 き受 け ら れ た 実存的破壊

一 パ ウ ル ・テ ィ リ ヅ ヒ に お け る 十 字架 の 解 釈 一

近　藤　勝　彦

　 1． テ ィ リ ッ ヒ と 「十 字架 の 神学」， な らび に そ の 実 存 の 問 題

a ． キ リ ス トの 十 字架 が ，
パ ウル ・テ ィ リ ッ ヒ の 神 学 の 中 で どの よ うに 理解 さ

れ ， また そ の 神学全 体の 中で どの よ うな位置を 占め て い る か 一
こ れ が 本論文

で 究 明 し よ うと し て い る わ れ わ れ の 問 題 で あ る 。 こ の 間 題 は 今 日の わ れ わ れ に

と っ て きわ め て 興味深い 問 題 で あ る が ， そ れ は さ しあ た っ て 特 に 次 の 二 つ の 理

由の ゆ え に ， と言 うこ と が で きる で あろ う。

　 一
つ の 理 由 は ， 神学 史的 な理 由で あ る 。 周 知 の よ うに ， E ．ユ ン ゲ ル と J ．モ

ル ト マ ソ を お もな 代 表者 と して ， 近 年再 び 「十 字架の 神 学」 が 特 に ドイ ツ 語 圏

の 神学界 に 復興 し て い る 。 そ の 際彼 らは い ずれ も， こ の 著 し くル タ ー 神学的色

彩 の 強 い 主 題を め ぐ りなが ら， 今世 紀 に お け る そ の 先 駆 的神学 的 業 績 と し て

は ， む し ろ 改革派 の 神学 者 カ ー ル ・ バ ル トの 中 に それ を 認 め て い る 。 そ し て い

ずれ も， 今世紀 の も う一
人 の プ ロ テ ス タ ン ト神学 の 巨人 ， しか もル タ ー派 の 神

学 者 パ ウ ル ・テ ィ リ ッ ヒ に つ い て は ， 「十 字 架の 神学」と い うこ の 主 題 の 関連 で

は 本格的 な取 り扱 い を見 せ て は い な い
。 しか し ， 他 方 「十字架 の 神学」 を め ぐ

っ て ， そ の 足跡が ル タ ー は 当然 と して
， 時 に は ，

テ ィ リ ッ ヒ の 師 マ ル テ ィ ン ・

ヶ 一 ラ ー に も辿 られ て い る
1）

。 そ うだ とす る と， わ れ わ れ は 当然 ， さ らに テ ィ

リ ッ ヒ に も こ の 線を 辿 っ て 見 る べ きで は な い で あろ うか 。 事実 ， こ の ル タ ー
派

神 学者 は ，
M ．ケ

ー
ラ

ー を 通 し て 「一 切 を 支配す る 性 格を持 っ た パ ウ ロ 的 ，
ル タ

ー 的義 認 思想」に 目を 開か れ ， そ の 決定的 な点 に お い て 「キ リ ス トの 十 字架」
2）
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を 受 け とめ た 。 彼 は そ の こ とを 彼 の 有名 な 自伝 的 文 書 『境界 線 上 に 立 っ て 』 の

中 で
， 次 の よ うに 表現 して い る 。

　 「それ （義認 の 教 理） は ， 罪人が 神 の 前に 義 で あ る とい う逆説的判 定に よ っ

て ， 人 間 の 実存 の 堕 落 ， 罪 ， 絶望 が
， どの よ うに 克服 され る か を 示す 。 わ た し

の キ リ ス ト論 と教義学 とは ， 世界に 対す る 神 の こ の 判定が そ こ で こ そ具 体的 と

な り， また 開示 され た ， 歴史の 事件 と し て の キ リス トの 十字架 の 解釈に よ っ て

決 定 され た 」
3）

。

　 わ れ わ れ は ， テ ィ リ ッ ヒ とい う 「自 伝 的 な 回 顧 を 踏 ま え つ つ 思 索す る思 想

家」 （an 　autobiographical 　 thinker ）
4）

の こ の 言葉 を 軽視す る こ とは で きな い 。

む し ろ ， テ ィ リ ヅ ヒ が 自己 の 神 学 の 決 定 的 な 要因 と し て ， 義認 論 ， さ らに は ，

「キ リ ス トの 十 字架 の 解釈 」 を 自覚的 に 獲得 した こ と を十 分 真剣に 受 け 止 め な

け れ ば な ら ない で あ ろ う。

　 テ ィ リ ッ ヒ の 十字架 の 理 解に 注 目した い も う
一

つ の 理 由は ，
よ り内容的な も

の で あ る 。 そ れ は ， われ わ れ 自身 が 「十字架 に つ け られ た キ リ ス ト」 を ど う理

解 し ， ど う宣 べ 伝 え るか とい う問 題 に 関わ る 。 テ ィ リ ッ ヒ は
一

方 で 現代人 の 実

存 の 問 題 に 深 く注 目し ， 他 方キ リ ス ト教 の メ ッ セ ー ジ の 核心 と し て キ リス トの

十 字 架を 解釈 し た 。
い な ， テ ィ リ ッ ヒ に と っ て 事 柄は も っ と実存的で ， 彼が こ

の キ リ ス ト教 の メ ッ セ ー ジ の 核心 を 解釈 し， 保持 し ， 表現 し つ づ け る 姿 の 中

に ， わ れ わ れ は 彼 自身 に と っ て 避 け られ な か っ た 実存 的 格闘 と救 済（癒 し）の 経

験が あ る の を 見 なけれ ぽ な らな い 。 そ し て 宗教 的 ， 神 学 的 格闘 を生涯 止 め る こ

とが な か っ た こ の 神 学者に と っ て ， そ の キ リ ス ト教 の メ ッ セ ー ジ の 中心 に は ，

常 に ， 十 字 架 に つ け られ た キ リス トが い た 。 彼は ， 十 字架 に つ け られ た 方 に の

み ， 「あ な た は キ リス トで す 」 と言 うこ とが で き
5）

， そ の 方 の 中に の み 神 を見 る

こ とが で きる と信 じた
6）

。
こ の 神 学者 の 格闘 とそ の 十 字架解釈は ， ま た ， わ れ

わ れ 自身 の 問題 と解答 とに 光 を投ぜ ず に は い ない で あ ろ う。

b． テ ィ リ ッ ヒ の 十 字架理 解 の 内容的 究 明 に 当 っ て ， わ れ わ れ は そ こ に テ ィ リ

ッ ヒ 自身 の 実存的な苦闘 とそ の 癒 し の 経験が あ る こ とを 見落 と し て は な ら な
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い 。 彼 が ， 存在 と非 存在 ， 本質 と実存 ， あ る い は 疎 外 と 自己破 壊 ， 新 し い 存 在

と本質化 とい っ た 概 念に よ っ て 思 惟 し ， そ の キ リス ト教 的 洞察 と経 験 の 核心 を

表 現す る 時 ， わ れ わ れ は それ らを 抽 象的概念 とか 図式 的表 現 と見 な して は な ら

な い
。 彼 は あ る と こ ろ で

，
「古代 や 古典 期 の 時代 に あ っ て は ， ち ょ うど悲劇 や 密

儀 が そ うで あ る の と同様 に
， 哲 学 は 実 存的 関心 の 事柄で あ っ た 」

η と語 っ て い

る 。 テ ィ リ ッ ヒ 自身 の 哲 学 的 神学 の 概 念的表現 も ， ま さに 実存 的関 心 を 表 現 し

て い る 。 だ か ら こ そ彼 は ， 生 涯 ， 神学 者 で あ りつ づ け た 。 再 び 彼 の 自伝 的 な表

白 に 耳 を 傾 け る な らば ， そ こ に は 「私 は 神 学者 で あ っ た し ， 今 もな お そ うで あ

る 。 と い うの も， 私 の 精神 生活 に と っ て ， 私 に 無 制約的 に か か わ る もの へ の 実

存 的 な 問い
， お よび キ リス ト教 使信 に よる 実存的 答え が ， 最 大 の 意義 を 有 し て

い た し ， 今 もそ うで あ るか らで あ る」
8》 と語 られ て い る 。

　 W ．パ ウ ク 夫 妻の 伝 え る と こ ろ に よれ ぽ， テ ィ リ ッ ヒ は ， M ．ケ ー ラ ー か ら あ

の 義 認 論 の 洞察 ， す な わ ち 罪 人 の み な らず疑 い を 懐 く者 さ え も恵み に よ っ て 義

と され る とい う洞 察を 与 え られ た 時 ， 「限 りな い 慰 め を 感 じる こ とが で きた 」
9）

と い う。 そ れ は お そ ら くま ち が い で は な い で あろ う。 わ れわ れ は ， 「存在 は 非

存 在 を 克服 す る」， あ る い は 「新 し い 存在が 実存 の 下に 現われ ， 実存的 疎外 に

参 与 し た 」 とい っ た テ ィ リ ッ ヒ の 表 現の うち に ， 彼 が 経 験 した 深 い 慰 め と歓

喜 ， そ して 生 きる勇気 の 経 験 を 知 らなけれ ぽ な らない 。 そ うで なけ れ ぽ ， 彼 の

思 想 ， 彼 の キ リス ト論 ， そ し て 彼 の 十 字架の 解釈 も実は 本当に は理 解で きない

こ とに な る で あ ろ う。

　 W ．パ ウ ク 夫妻は ， また ， テ ィ リ ッ ヒ が 「牛涯 に わ た っ て 死の 恐 怖 を 持ち つ

づ け ， そ の こ と で 憂 鬱 に 思 い 悩ん で い た 」 こ とを 紹 介 して い る 。 そ して その 関

連 で 「存 在 は 非 存在 を 克服す る」 とい うテ ィ リ ッ ヒ の 言 葉 に 言 及 し ， それ が 彼

の 思 想 へ の 入 口 に な る と語 っ て い る
s°）

。 あ る い は さ らに ， 「自分 に つ い て の 懐

疑 と葛 藤 に つ い て 彼 は 驚 くほ どは っ き りと意 識 し て い た が ， そ れ は 彼 の 死 の 日

まで 続 い た 」
11）とい うテ ィ リ ッ ヒ の 実存 的苦 悩 を紹介 し ， そ の 関連 で ， 「多 くの

人た ち が 彼 の 最 も偉 大な 説 教 とみ な し た もの の 中 の 言葉 が ， 鋭い 意 味 を 持 っ て

くる 」
12） と記 し て い る 。 そ の 言葉 とは 彼 の 有名 な説 教 「汝 ， 受入 れ られ た り」
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の 次 の
一

節 に ほ か な ら ない 。

　 「恵 み は 私 た ち が 大 きな苦 しみ と不 安 の 中 に あ る 時 に ， 私た ち に 突 如 と し て

　訪れ ます 。 それ は ， 私 た ち が 無 意味 と空 虚 な 人 生 とい う暗い 谷間 を さ ま よ う

　時 に ， 私 た ち を 撃 つ の で す 。

… … た だ 自分 が 受入 れ られ た と い う事 実 を 受 入

　 れ な さ い 。 」

　A ．T ．モ レ ジ ェ ソ に よれ ば ， こ の
一

節 は ， テ ィ リ ッ ヒ に と っ て の 「太 陽 の 讃

歌 」 で あ り，
「ロ マ 書第 8 章 」 で あ る

13）
。 そ し て わ れ わ れ は ，

こ の テ ィ リ ッ ヒ の

「ロ マ 書 第 8 章」に も ， ま さ に 本 来 の 「ロ マ 書第 8 章」 が そ うで あ る ご と く， キ

リ ス トの 十 字 架 の 解 釈 が 語 り出 され て い る の を 見 なけ れ ば な らな い で あ ろ う。

　わ れわ れ は ，
テ ィ リ ッ ヒ の こ の 実存 的葛藤 と時 に は そ の 「病い 」 の ゆ え に ，

あ る い は 彼 を キ ル ケ ゴ ー
ル の ご と く， あ る い は パ ス カ ル の ご と く，

「病 め る 創

造的思想家」 と し て 位置づ け る こ とが で きる か もし れ ない
。

い な わ れ わ れ は ，

テ ィ リ ッ ヒ を ま さ し く こ の 点で もル タ
ー

の 系 譜 に 置 くこ とが で きる 。 再 び パ ウ

ク 夫 妻 の 言 葉 を 引 用 し て み よ う。

　　「彼 が 非 常 に 苦 しん だ 末 に それ と和 解 し なけ れ ば な ら な か っ た 彼 自身 の 中 の

　弱点 こ そ が ， ま さ に 創造的思 想 家 ， そ し て 人 間 と し て の 彼を 信用 で き る ， 魅

　 力 あ る もの に して い る と同時 に ， ま た 把 え が た くもして い る の で あ る 」
14）

。

　 わ れ わ れ は ， テ ィ リ ッ ヒ の 魅 力 とそ の 把 えが た さ とを 構成 して い る ま さ に こ

の 点 と の 関連 で ， 彼 の 十 宇架の 解釈を理 解 しな けれ ば な らな い で あ ろ う。

　 しか し 他 方 ， テ ィ リ ッ ヒ の 実存 的 苦悩 ， 彼 の 病 い そ し て 弱 点 を ， た だ 彼個 人

の もの と し て 理解す る に と どま る な らば ， わ れ わ れ は ， それ を十分 的 確 に 理 解

し た こ とに は な ら な い の で は な い か と思 わ れ る 。
二 つ の 世界 大 戦 と そ の 前 後の

時代 ， 階 級 や 民族 ， そ し て 国家 の 分裂 の 時代 ， 社会 も時 代 も病み ， 文 明 は 深 刻

な 不 安 を経 験 した 。 テ ィ リ ッ ヒ は ， そ の 鋭 い 共 感 的能 力 に よ っ て 人 間 の 普 遍 的

な 実存 の 苦 悩 を 把 え る と と もに ， また そ の 時代 と文 明に お け る 歴史的 ， 社 会 的

な 人間 の 困 窮 を他 の 誰 に もま さ っ て 深 く理 解 した 。 そ の よ うな思 想家 と して
，

テ ィ リ ッ ヒ は 自己 と 人 類 ， そ し て と りわ け 現代 人 の 問 題に 対 す る 実 存的 解 答

を ， キ リス ト教 の メ ッ セ ー ジ の 中か ら明確化 し て い っ た の で ある 。 そ の 時 ， 彼

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

　
一 86 一

の キ リス ト教 の メ ッ セ ー ジ の 中核 に ， キ リス トの 十 字架， 十字架に か け られ た

キ リス トが 位置 し て い た こ と は ， 至 極当然 の よ うに 思 わ れ る 。

　 こ うして 彼が と らえ た キ リス ト教 の メ ッ セ ー ジ の 簡潔な 表現 を ， 彼 の 説教 集

r永遠 の 今』 の 中の
一 つ の 説教か ら再 述 して ，

こ の 項を閉 じる こ とに し よ う。

こ こ で は 彼 に と っ て キ リ ス トの 十 字架が
， そ して 十字架 の キ リス トが ， どの よ

うに 決 定的 な意味を 持 っ て い た か を ， そ れ に よ っ て 暗示 で きれ ぽ ， それ で よ い

の で あ る 。

　 「十字架上 の キ リス トの 中に 示 され て い る 神は ， 幼 な子 の 死 に も， 犯 罪者 に

　対す る 有罪判決に も ， 精神 が 崩壊す る 時 に も， 飢餓や 飢饉 に も， そ し て 神 御

　 自身に 対 する 人 間の 拒絶に 対 して さ え も， 全 体 的 に 参与 し給 い ます 。 そ れ が

　キ リス 1・教 の メ ッ セ ー ジ の 偉大 さで あ り， ま た 中心 なの で す 。 神 の 現 臨が ゆ

　き と どか な い よ うな 人 間の 状 況 は あ りませ ん 。 こ の こ と こ そ ， あ らゆ る人間
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　ロ 　 　 　　 　 　　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　　 　 　 　 　　コ　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　■　 　 　　 　 　　　 　 　　 　 ■ 　 　 　■　 　 　 　 　 　　 　 　 コ　 　 　　 　 の　 　 　

　の 状 況 の うち で 最 も極 端 な状況 で あ る 十 字架が わ た した ち に 告げ て い る こ と

　な の で す 」
15）

o

　2．　 テ ィ リ ッ ヒ に お け る十 字 架理 解 の 中心 的位 置 ， な らび に 復 活 理解 との 関

　　 係

a ． テ ィ リ ッ ヒ の 組 織神 学 が ， 「聖 書的 」 で あ り， 「キ リス ト中心 的 」 で あ る と

主 張 し た な らば ， お そ ら くは テ ィ リ ッ ヒ の 読者 の 多 くは とん で もない こ と と反

論する か もしれ ない 。 しか しわ れ われ は ， 本論 を通 して
， 彼 の 神学が独特 な仕

方 で 「聖 書 的」 で あ り ， か つ 「キ リス ト中 心 的 」 で あ る こ とを 示 す こ と に な る

で あろ う。 さ らに 本論 の 関心 は ， 彼の 神学が そ の 認識方法 と認識 内容 の 両面 に

お い て ， い か に 「十 字 架の 神学」 とし て ，
「十 字 架 中心 的 」に 遂行 され て い る

か を 示 す こ とに ある 。

　 テ ィ リ ッ ヒ が キ リス トの 十字 架 の 解 釈 を主 題 とし て 特 に 取 り挙 げ て い る の

は ， 彼 の 『組 織神学 』 第 二 巻 の 後 半 の 以下 の 三 つ の 箇 所 で あ る 。

一
つ は ，　 「キ

リス トと し て の イ エ ス に お け る 新 しい 存在 」 を論 じて い る とこ ろ で ， こ の 「新

し い 存在 」 の 「表現」（expression ）の
一

つ と し て ， 「言 葉 」 や 「行為 」 と と も に
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「苦 難 」 （suffering
，
　 Leiden） が 論 じ ら れ る 箇 所 で あ る 。 第 二 は ， 「キ リ ス ト と

し て の イ エ ス の 事件の 普遍 的 意義」 を論 じ て い る と こ ろ で
，

「キ リス トの 十字

架」 は 「キ リス トの 復 活 」 と と も に ， 「二 つ の 中心 的 象徴 」 の
一

つ と し て 論 じ

られ る 。 そ して 第三 は ， 「キ リス ト とし て の イ エ ス に お け る救 済力 と し て の 新

し い 存在」 に つ い て 論 じて い る と こ ろ で ， 「贖罪 論の 諸 原 理 」 が 語 られ る 箇所

で あ る
16）

。 わ れ わ れ は さ らに これ に 加 え て ， 『組 織 神 学 』 第
一

巻 の 「啓示 の 実

在性 」， 特 に 「キ リス ト と し て の イ エ ス に お け る 終 極 的啓示 」
17）

の 議論 に も注 目

しな け れ ば な らな い で あ ろ う。

　テ ィ リ ッ ヒ の 神学 が 「キ リス ト中 心 的 」 で あ る こ と は ， そ こ で の 「キ リ ス

ト」 とは ， 「キ リ ス ト と し て の イ エ ス の 存 在 」す な わ ち 「新 し い 存在 」 の こ と

に ほ か な らな い こ とを付 記す れ ぽ ， 直 ち に 判 明す る で あ ろ う。 キ リ ス ト と し て

の イ エ ス に お い て 「新 しい 存 在 」 が ， 実 存 の 制 約 下 に ， それ 自体 は 存在そ の も

の ， 究 極 的 な もの か ら の 疎 外 を生 ずる こ と な く， しか も実存的疎外 とそ の 諸結

果 に 参与 し つ つ 出現 し た 。 こ の 「新 し い 存在」 こ そ ，
テ ィ リ ッ ヒ 自身が 語 っ て

い る よ うに ， 彼 の 「キ リ ス ト教 神学の 中心 概 念」
18） で あ り， 彼 の 「神学体系全

体 の 根底 に あ る 原理 」
19）

で あ る 。 テ ィ リ ッ ヒ の 神学 に お け る こ の 「新 しい 存

在」 の 中心性 ， そ の 意 味 で の 彼の 神学 の 「キ リ ス ト中心 的 」 性 格を 跡づ け る こ

とは ， た とえ ば ，
L ．ギ ル ケ イ が 簡潔 に 試 み て い る よ うに ， さほ ど困難 な こ と

で は な い 。 ギ ル ケ イ は 次 の よ うに 言 う。

　　「新 し い 存在 の 出現 の メ ッ セ ー ジ は ，
い わ ば r後 向 き』 に 体系 全 体 に 働 きか

　 け て ， テ n リ ッ ヒ の も っ と も根 本 的 な 神 概 念 の 概 念化 に ， 明確 な 形 を 与 え て

　 い る 。
… …

存在 それ 自体が 知 られ る の は ， 勇気 の 現臨を通 して ， 非存在 に 対

　 す る 存在 の 勝利 を 経 験す る 中 に お い て で あ る 」
2°）

。

　 ギ ル ケ イ は さ らに 言 う。

　　「新 し い 存 在 の 概念 は ，

… … 同様 に テ ィ リ ッ ヒ の 宗 教 的 象徴 の 見 方 ， 彼 の 教

　 会 論 ， そ し て 彼の 文 化 の 解 釈 に と っ て
， 中 心 的 な 象 徴 的源 泉 を 表 わ し て い

　 る 」
21 ＞

と 。

　 こ の ギ ル ケ イ の 指 摘 の 前 半 に 従 え ば ，
テ ィ リ ッ ヒ の 神 学 の キ リ ス ト中 心 的 な
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性 格 の 論 証 と し て 「新 しい 存在 」 の キ リス ト論 か ら彼 の 神論 へ とい う遡 行が 見

られ る と指摘 され て い る わ けで あ る 。
こ の 指摘 は

一
応 正 当だ と言 うべ きで あ ろ

う。 そ の こ とは ，
テ ィ リ ッ ヒ の 初期 の 難解 な論文 『義 認 と懐疑 』 の 狙い が ， 根

本啓示 と救 済啓 示 の 内的 関係 づ け の 主 張 に あ り， か く し て 義 認論的 逆説 を神 概

念 に ま で 適 用す る こ とに あ っ た の を思 い 合 わ せ て みれ ば ， 決 し て 誤 りで は な

く， む し ろ そ れが テ ィ リ ッ ヒ 年来 の 主張で あ っ た こ とが わ か る 。 ま た 実 際 ， 神

論 も含 め て 彼の 神学全体は ， 決 し て 単 なる 自律的理 性 の 営 み で は な く， 啓示 に

よる 神律 的 理 性 の 営 み だ とい う彼 の 主 張 を 思 い 起せ ぽ， それ は ， 啓 示 ， しか も

彼の 言 う 「終極的啓示」，
つ ま り　「キ リス トと し て の イ エ ス に お け る 啓示 」 を

規準 と した 思 惟 で あ る は ず で あ る 。

　 し か し ， わ れ わ れ の 問 題 は ，
こ の 「新 しい 存在 」 の 神学， そ の 意 味で の 「キ

リス ト中心 的」 神学が ， さ らに 「十 字架中心 的 」 と言 え るか ど うか とい う問題

で あ る 。 こ こ に は 「新 しい 存 在 」 と 「十 字 架」 の 関 係 と い う 問 題 さ らに は

「存 在そ の もの 」 と 「十 字架」 の 関 係 とい う問 題が あ っ て ， こ の 問題は 本論文

全体の 根本 的な問題 で あ る 。
こ こ で は ， さ し あ た りまず ， テ ィ リ ッ ヒ 神学 に お

け る 十字架の 位置を ， す で に 述 べ た 「十 字架」 を 主 題 と し て い る い くつ か の 箇

所の うち ， 「新 し い 存在」 の 「表 現」 として の 「十 字架」 と ，
「キ リ ス ト とし て

の イ エ ス の 事件の 普遍的意 義を 示す 中心的象徴」 と し て の 「十 字 架 」 を 論 じて

い る 箇所 に 即 し て 検討 して い くこ とに し よ うQ

　　「新 しい 存 在 」 は ， 既 述の ご と くキ リス ト と して の イ エ ス の 存在 と して ， 実

存 の 制約 下 に 現わ れ た 。 それ は
， 実存 の 中で ， 実存的疎外 とそ の 破壊的諸 結果

を 克 服す る 。 テ ィ リ ヅ ヒ の い う 「新 し い 存在」 は ， さ らに 言 えぽ ， 「再 樹立 さ

れ た 神 と人間 との 統
一

」 で あ り， ま た 「神 人性」 （GQd −Manhood ）とも言い 換

え られ る
22）

。 （そ れ は ， 伝 統的 な 議論 で は キ リス トの 「人格」や ，
「位 格的 統

一
」 と関係 し て くる 。） と こ ろ で こ の 「新 しい 存在 」 は ，

キ リス トと し て の イ

エ ス の 中 に 表現 され て い る が ， そ の 「表現」 と して 既述 の よ うに テ ィ リ ッ ヒ

は ， 特に キ リス ト と し て の イ エ ス の 「言葉」， 「行為 」， そ れ に 「苦 難 」 を 挙げ

る の で ある 。

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 引 き受け られ た 実存的破壊　一 89 一

　 こ こ で は ， 「存在 と言葉 」 「存在 と行 為 」 「存在 と苦 難 」 とい う ， 表 現 さ れ る

もの とそ の 表 現 と の 関 係が 三 様 の 仕 方で 捉 え られ て い るわ け で あ る 。 （こ れ は ，

神学 の 伝統 で キ リ ス トの 「人格」 と 「業」 の 問題 と し て 論 じ られ て きた と こ ろ

と関 係す る 。） と こ ろ で こ れ ら三 様 の 関 係 は ， 質的 に 同
一

の 関 係 で あ ろ うか 。

も しそ うな ら， わ れ わ れ が ， テ ィ リ ヅ ヒ の 「十字架 の 神学 」 を こ と さ らに 語 る

こ と は あ ま り意 味 を持 た な い こ とに な る で あ ろ う。 それ は ， 「言葉 （あ る い は

教 え） の 神学」，
「行為の 神学」 と並 ぶ だ け の もの に す ぎな い か らで あ る 。 テ ィ

リ ッ ヒ の 著 述 の 形 式 か ら言 え ぽ ， こ の 三 様 の 関係 は ， 同
一

の 質 を 持 っ て い る よ

うに 見 え ない わ け で は ない 。 し か し ， 仔細 に そ の 内容 を 検討す る 時 ， わ れ わ れ

は ，
キ リ ス ト とし て の イ エ ス の 「存 在 」 と 「苦 難」 との 関 係 を テ ィ リ ヅ ヒ が 特

に 不 可 分 の もの と し て 理 解 し て い る こ と に 気付か ざ る を 得 な い 。

　 「存 在 と言 葉 」 に お い て は ， 存 在 が ， 言葉 に 先 行 し ， イ エ ス が 語 っ た あ らゆ

る 言葉 以上 で あ る こ とが 強調 され て い る 。 「存在 と行 為 」 に お い て も， 諸 行 為

の 「偶然的 性格」 が指摘 され る と と もに ， そ の 「彼方 」 （beyond ）へ の 指示 が

強 調 され て い る 。
「彼 の 行 為 で は な く， 彼 の 行 為が そ こ か ら 由来す る 存在が ，

彼 を キ リス トた らし め る 」
23）

。 し か し 「苦 難 」 に つ い て は ，
テ ィ リ ッ ヒ は あ の

「以 上 」 を語 ら ない 。 ま た そ の 「偶 然 的性 格」 も語 らな い 。 「苫難 で は な く，

存在 が 」 と も言 わ れ な い 。 こ こ で は む し ろ ， 「十 字架上 の 苦難 は ， 実存 の 制約

下 に お け る 永遠 の 神人 性 の 出現か ら切 り離 さ れ得 る よ うな あ る 付加 され た もの

で は な く， そ の 出現 が 不 可 避 的 に 内包 し て い る もの で あ る 」
24）

こ とが 強 調 され

る 。 「新 しい 存 在 」 は ， 「実存が 最 も徹底 的 に 実存 で あ る と こ ろ で の み 」
25 ）

（こ れ

に よ っ て テ ィ リ ッ ヒ は 有 限 的 自由 と し て の 人 格 的 生 を考 え て い る が） ま た 「完

全 に 実存 に 参与 する 」
26） と こ ろ （こ れ に よ っ て テ ィ リ ッ ヒ は 十 字架を 考 え て い

る） で ， は じめ て 実存 の 克服 と し て 出現す る 。 テ ィ リ ッ ヒ の 言葉 を引用 して み

よ う。 「た だ 苦難 と死 とを 自己 自身に 引 き受け る こ とに よ っ て の み ，
イ エ ス は

キ リス トで あ り得 た 。 なぜ な らそ の よ うに して の み ， 彼 は 実 存 に 完 全 に 参与す

る こ とが で き， ま た 彼 と神 との 統
一

を破 ろ うと試 み た あ らゆ る 疎外の 力に 打 ち

勝つ こ とが で きたか らで ある 」
27 ）

。
こ の 「の み 」 の 主 張 ， ある い は あ の 「不 可
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避」 の 主張は ，
イ エ ス の 「言葉（教 え）」 や 「行為 」 に つ い て語 られ て い る 「偶

然性 」 の 主 張 の お もむ きとは 著 し く異 な っ て い る と言 わ な けれ ぽ な らな い で あ

ろ う。

　こ の こ とを さ らに 明 らか に す る た め に ， わ れわ れ は ，
テ ィ リ ッ ヒ の 「終極的

啓示 」 の 議論 に は い っ て い く必要が あ る 。 そ こ で もイ エ ス の 「言葉」 や 「行

為 」 とは 質的 に 違 っ た 仕方 で ， そ の 「苦難」 と 「死」 に 特別 な意味が帰 され て

い る か らで あ る 。 しか し そ の 前 に ， も う一 つ の 問題， 同 じ く形 式的 な意味で は

「キ リス トの 十 字架」 を 相対化 さ せ て い る 問題 ，
つ ま り 「二 つ の 中心 的 象徴」

の 他 の
一

つ 「キ リ ス トの 復活 」 との 関 係を 検 討 し て み る 必 要が あ る で あ ろ う。

b． す で に 述べ た よ うに ， テ ィ リ ッ ヒ は ，
キ リス トと し て の イ エ ス の 普 遍 的 意

義を示す中心 的象徴 と し て ， 十 字架 と復活 の 二 つ を挙 げた 。 中心 が 二 つ とは ！

彼 に よれ ぽ ，
「キ リ ス ト の 十 字架」 も 「キ リス トの 復活」 も ， 事件 で あ る と と

もに 象徴で ある 。 事件 そ の もの だ け で な く， ま た 「象徴」 で もあるか ら こ そ ，

二 つ の 中心 と言 うこ と もで きる で あ ろ う。 象徴 は 相互 に 重複する こ と も可能 だ

か らで あ る 。 と こ ろ で ， テ ィ リ ッ ヒ は ， 十字架に つ い て は ，
「事件 で あ る と と

もに また 象徴 」 とい い ， 復活に つ い て は ， 「象 徴 で あ る と と もに ま た 事件」
28）と

い う。 こ の 語順 の 違 い に よ っ て ， 十 字 架 と復活そ れ ぞれ の 歴史 的 事 実性 に 関す

る微 妙 な差が 表現 され て い る わ け で あ る 。

　 テ ィ リ ッ ヒ に よれ ぽ ， 事実 と して の 十字 架 は ，
「キ リス トと呼 ぼれ た 方が 実

存 の 究 極的 結 果 ，
つ ま り疎外の 諸制約下 の 死 へ と自分を 引き渡 し た 」

29）
とい う

こ と で あ っ て ， それ 以外の 表現は すべ て 歴史的蓋然性に 属する 事柄で ある 。

　 　　　 　 　　 　　 　　　 　 ロ

「キ リス ト と して の 」 イ エ ス の 十 字架 は ， こ の 事 実 （daB）に 基 づ く象徴 で あ っ

て ， 従 っ て 「キ リス トの 十字架」 の 内容 （was ） に つ い て は
， 歴史研 究で は な

く ， こ の 象徴 （symbol ）， あ る い は 聖書的 な イ エ ス 像 （picture） が 語る こ と に

な る 。 た だ し，
わ れ わ れ は こ こ で テ ィ リ ッ ヒ が ， 「事実的 要素が な か っ た な

ら ， キ リ ス ト は 実存 に 参 与 し なか っ た こ とに な り， 従 っ て キ リス トで は なか っ

た こ とに なる 」
30） と も語 っ て い る こ とに 注 目し て お か な けれ ぽ な らな い 。
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　 他方 ，　 「キ リス トの 復 活 」 に つ い て ば ， テ ィ リ ッ ヒ は ， 事 実的 性格を 主 張 し

な が ら も ，
「こ の 事件 の 性 格 は ，

… … 暗黒 の 中 に と ど ま っ て い る 」
31）と語 る 。

　 C ． H ．ラ チ ョ ウ は ，
こ の テ ィ リ ッ ヒ の 十字架 と復活 の 議論を め ぐ っ て ， 「テ

ィ リ ッ ヒ の キ リ ス ト論 は あ る 意 味 で 復活 の キ リ ス ト論 （Auferstehungschristo−

10gie）だ 」
32 ） と主 張 し て い る 。 そ の 理 由 と し て ラ チ ョ ウは ，

テ ィ リ ッ ヒ の ドイ

ツ 語版 r組織神 学』 第二 巻 の 167頁を あげ なが ら， 「イ エ ス の 復活 に 対す る 信仰

に よ っ て は じめ て イ エ ス は キ リ ス トに な る か らだ 」
33 ）

と語 っ て い る 。 しか し ラ

チ ョ ウ の こ の 主 張は 正確 とは 言 えな い 。
ドイ ツ 語版第二 巻 の 当該箇所 に そ の よ

うな テ ィ リ ッ ヒ の 主張 が あ る わ け で は な い
。

テ ィ リ ッ ヒ に よれ ば 「イ エ ス の 復

活 に 対す る 信 仰」 で は な く， 「キ リ ス ト と し て の イ エ ス の 存 在 」 す な わ ち 「新

し い 存在 」 が
， そ し て そ の 信仰 と経験が

，
イ エ ス を キ リ ス トとす る の で ある 。

テ ィ リ ッ ヒ は こ の 「新 し い 存 在 」 の 経験 と 「復活 」 とを 区別 し て い る 。 彼 は ，

「復活の 信仰 は ， 新 し い 存 在 の 力 に よ っ て ， す な わ ち 疎 外 の 破壊 的な 力が す べ

て そ こ で 克服 さ れ て い る 新 し い 存在 の 力 に よ っ て 捉 え られ て い る こ とに 基づ

く」
34）

と述べ
，

「イ エ ス に お け る 新 し い 存 在 の 経験 が 復 活 した 方 との 出会 い に 先

行 し て い た 」
35） と主張す る 。 テ ィ リ ヅ ヒ は ， 復活 信仰 と区別 し て ， む し ろ そ の

根底 に 「新 しい 存在 の 力 の 経験 」 を 置 い て い る の で あ る 。

　 こ の こ と は ，
テ ィ リ ヅ ヒ の 信 仰概 念 を 理 解す れ ば 一 層 明 白に な る 。 テ ィ リ ッ

ヒ に よれ ば ， 信仰 の 根 拠 は ， 「信 仰を 創造 し た 実在 の 出 現」
36）

で あ っ て ， 「こ の

実在が 新 しい 存在 で あ り，
こ れ が 実存 的疎 外を 克 服 し ， か く し て 信 仰 を 可 能に

し て い る 」
37）

の だ とい う。 信仰は こ の 実在に 捉 え られ た 状 態 で あ り， それ ゆ え

「自 らが 信 仰 に 移 され た こ とを 知 る 人 々 の 直接 的 自己 意識」
38）

， あ る い は 「存在

へ の 参与 に よ っ て そ れ 自体 を保 証す る 自己 意識 の 直接 性」
39 ）

， あ る い は 「実存

の 諸制約 の うち と下 とに お け る 新 し い 存在 の 直接的明証 性」
4°）

に つ い て 語 られ

る こ と に な る 。 こ うした 直接 性 の 信 仰 は ，
テ ィ リ ッ ヒ に お い て は ， そ の 事件 の

性 格が暗黒の 中に とど ま っ て い る 「キ リ ス トの 復活」 に 対 す る信仰 と は 区別 さ

れ て い る と言 わ な けれ ば な らな い 。 従 っ て ， ラ チ ョ ウが テ ィ リ ッ ヒ の 「復活の

キ リ ス ト論 」 を 語 る こ とは ， そ の 理 由が 不 正 確 だ と言わ な け れ ぽ な らな い で あ
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ろ う。

　 こ こ か ら さ らに 進 ん で 言 え ば ， テ ィ リ ッ ヒ に お い て は ， キ リス トと して の イ

エ ス の 「復 活 」 よ りは ， む し ろ キ リス トと し て の イ エ ス の 「十 字架 」 の 方 に 重

大 な意味が 帰せ られ て い る と言 うぺ きで ある 。 な ぜ な ら， 復活が 意味す る 「実

存 に 対 す る 勝 利 」 は ， す で に 「新 しい 存在」 の 直 接 的 明 証 性 ， そ の 直 接 的 自己

意識 の 中 に 含 ま れ て い る と考 え られ る か らで ある 。 も っ と単純 に 言 え ぽ
，

「キ

リス ト と し て の イ エ ス 」 とい うこ と の 中 に ， も うす で に ， 実存 に 対 す る 勝利 は

含 まれ て い る 。 そ して
，

「事実的 要素が な か っ た な ら，
キ リ ス トは 実存 に 参 与

しなか っ た こ とに なる 」 とい うテ ィ リ ッ ヒ の 言葉 は ，
「復活 」 よ りは む し ろ 「キ

リス トの 十 字架」 に こ そ 当て は ま る で あ ろ う。 テ ィ リ ッ ヒ の 場 合 ，
「新 しい 存

在」 は ， 実存 的疎外 に 対す る 克服 の 力 な の で あ っ て ， それ が 十字架 とい う実存

の 究極 的結果 に 対す る 参与 の 中 に 現わ れ た とい うこ とで ， す で に して
， キ リス

ト教 の メ ッ セ ー ジ に な っ て い る か らで あ る 。 彼が ， そ の 数あ る説 教 の 中 で ，

「復活 され た 方」 に つ い て は ほ とん ど語 らず ，
「十 字架 に か け られ た 方」 を こ

そ く り返 し指 し示 し つ づ けた こ と も， こ の こ と を裏 づ け る で あろ う。 テ ィ リ ッ

ヒ は ，
「新 しい 存在」 の 中心 的 で 決定的 な 出現 を ， 結 局 ，

「キ リス トと し て の

イ エ ス の 十 字架 」 の 中 に 見 て い た の で あ る 。

　3． 「終極 的啓示 」 と 「キ リス トの 十 字架」， な らび に 「聖書 的 イエ ス 像 」 の

　　問題

a ． テ ィ リ ッ ヒ の 十 字架理 解 の も う
一

つ の 重 大 な局面 で あ る 「啓示 」 に つ い て

検討 し て み よ う。 テ ィ リ ヅ ヒ は ，
キ リス ト と し て の イ エ ス に お け る 啓 示 を 「終

極的 （丘nal ） な 啓示 」 と呼 び ， こ の 啓 示 こ そ が そ れ 以前 と そ れ 以 後 の あ らゆ る

他の 啓示 に 比 して 決 定 的で あ り， そ れ らの 「規準」
41）で あ る と主 張す る 。 彼 は ，

キ リス トに お け る啓示 の み を唯
一

の 啓示 とし て 排 他 的 に 主 張 す る わ け で は な

い 。 テ ィ リ ッ ヒ の 啓示論 は ，
キ リス ト中心 的 ， キ リス ト規準 的 で あ っ て ， キ リ

ス トー
元論 的 で は な い

。

　 そ こ で 次に 問題な の は ， そ れ で は い か な る理 由に よ っ て キ リス トと し て の イ
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エ ス に お け る 啓示 を 「終極 的 」， そ し て 「規 準的 」 と見 なす こ とが で きる の か

とい う問 題 で あ る 。 こ の 関 連で や は り， 「キ リス トの 十字 架」 が 決定 的な 意味

を 持 っ て くる の をわ れ わ れ は 見 る こ とが で きる で あろ うQ

　 まず ， テ ィ リ ッ ヒ の 基 本 的命題を 提示 して み よ う。 彼に よれ ぽ ，
「啓 示 は ，

そ れ が それ 自体 を喪 失す る こ と な しに それ 自体を否定 す る力を 持つ な らぼ ， 終

極 的 で あ る 」
42）

とい う。
こ とは す べ て ， 啓 示 が 常 に 媒体 を通 し て 現わ れ る こ

と ， そ れ ゆ え ま た ， 常 に そ の 媒 体 に よ っ て 制 約 され て い る とい う こ と と関 係 し

て い る 。 媒 体は す べ て 有 限 な 存 在者 で あ る か ら ， そ れ 自体 が 否 定 され な けれ

ば ， 有 限な もの 自体が 啓示 内容 に 入 り込 み ， 啓示 を僣称す る こ とに な る 。 か く

し て 有 限な もの の 絶対 化 とい うデ モ ー
ニ ッ ク な 偶像 化 が 生 じる こ と に な る 。 そ

こ で ， 啓示 に 不 可 避的 に 付着す る有限 な諸制 約 が ， そ の 啓 示 の 中で 犠牲 に され

る の で な け れ ば な らな い
。

つ ま り， 自己 を犠 牲 に し ， 自己 を克 服 す る媒 体 に よ

っ て は じめ て ， 啓 示 は そ の 真理 に 到達す る 。 媒体は
，　 「透 明」 とな り， 啓示 さ

れ る べ き もの だ けが 啓 示 さ れ る の で な け れ ば ， 啓 示 の 真 理 に は 到 達 し な い と ，

テ ィ リ ッ ヒ は 考 え る の で あ る 。 こ こ に ， あの バ ル トと の 論 争で も指 摘 され た ，

テ ィ リ ッ ヒ 神学 の
一

大 特色 で あ る 「大 審 問官 」 批判 の 性格が 現 わ れ て い る 。 そ

し て こ の 関連 で テ ィ リ ッ ヒ に と っ て 決 定 的な 意味を 持 っ て い る の が ， や は り

「十 字架」 な の で あ る 。

　 テ ィ リ ッ ヒ に よれ ば ， キ リ ス ト と し て の イ エ ス の 聖 書的 な 縁 の 中 に こ の 関 連

で 決 定 的な こ とが 示 され て い る とい う。 それ は ， ナ ザ レ の イ エ ス が キ リス ト と

し て の イ エ ス に 対 し て 絶え ず 自己 を 引 き渡 し て い る 姿 が あ る とい うの で あ る 。

「キ リ ス ト と し て の イ エ ス 」 に 対す る 「ナ ザ レ の イ エ ス 」 の 「自己儀牲」
一

そ

れ が イ エ ス に よ る 「十 字架」 の 受諾だ とテ ィ リ ッ ヒ は い う。 こ の 「ナ ザ レ の イ

ニ ス 」 の 「自己 犠牲」 に よ っ て ， 弟子 た ち が 求め た イ エ ス の 英雄 化， 偶像化は

砕か れ
43 ）

，
「イ ニ ス 神 学 （Jesus。10gy，

　Jesus−Theologie）」44）
は 終わ る Q こ こ に ，

「イ エ ス の 自己 犠牲」 と して の 十字 架 とい う理 解 ，
「砕か れ る有限者」

d5）と し て

の 十字架 とい う理 解 が 示 され て い る わ け で あ る 。 キ リ ス トの た め ， 無限 な もの

の た め に ， イ エ ス が ，
つ ま り有 限者 が ， 自己 を犠牲 と し ， 砕 か れ る とい うの で
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あ る 。 こ れ に よ っ て ， イ エ ス に お け る 啓 示 の 終極 性が 主 張 され る とい う。
テ ィ

リ ッ ヒ の 言 葉 を 引用 し て み よ う。

　 「ナ ザ レ の イ エ ス は 終 極的 な啓 示 の 媒 体 で あ る 。 な ぜ な らば ， 彼 は キ リス ト

　 と し て の イ エ ス に 対 し て 自己 を 完全 に 犠牲 に し て い る か らで あ る 」
46 ）

。

　 しか しそ れ で は なぜ ， ほ か な らぬ 有限老 と し て の ナ ザ レ の イ エ ス の 自己 犠牲

は 「完全 に 」 （completely ，
　v δ11ig）な され て い る と言え る の で あ ろ うか 。

テ ィ リ

ッ ヒ に よ る とそれ に は 聖 書 的 イ エ ス 像 が 示 し て い る も う
一

つ の 特 徴 が 理 由 と な

っ て い る 。 聖 書 的 イ エ ス 像が 示 す も う
一

つ の 特徴 とは ， イ エ ス が 人 間生 活 の 両

義性 （ambiguity ） の 中 に 参 与 し て い る に もか か わ らず ， そ の 存在 は ， あ らゆ

る存在 の 根拠 と の 破 れ ざる 「統
一

」 （unity ），
つ ま り 「神 との 統

一
」 に あ りつ

づ け て い る とい う特 徴で あ る 。 そ し て ， テ ィ リ ヅ ヒ に よ る と ， あ の イ エ ス の 完

全 な 自己 犠牲は ，
こ の 「神 との 統

一
」 つ ま りは イ エ ス の 存在で あ る 「新 しい 存

在 」 に よ っ て 可 能 と な っ た もの に ほ か な らな い 。 なぜ な らば
，

テ ィ リ ヅ ヒ に 従

え ぱ ， 完 全 に 自己 を 「放 棄 」 （surrender ，
　aufgeben ）す る た め に は ， 自己 を 完

全 に 「所 有」 （possess ，
　besitzen）して い なけ れ ぽ な らず （「持 っ て 」 い な けれ ば

「与 え る 」 こ と は で き な い か ら）， そ し て 完 全 に 自己 を 所 有 で きる の は ，
「分 離

も分裂 もな く自己 の 存在 と意味 と の 根拠 に 結 び つ い て い る 人 だ け」
47）

で あ る か

ら で あ る 。
つ ま り，

「キ リ ス トと し て の イ エ ス 」 に 対 す る 「ナ ザ レ の イ エ ス 」

の 完 全 な 自己 犠 牲 を可能 に させ た の は ， そ の 「ナ ザ レ の イ エ ス 」 に お け る 「神

との 統
一

」， す なわ ち 「ナ ザ レ の イ エ ス 」 に お け る 「キ リ ス ト と して の イ エ ス 」
　 　　　　コ

の 存在 で あ っ た とい うこ とに な る 。

　 こ うし て 「神 との 統
一

」 が ， イ エ ス の 自己 を 「死 に 至 る まで 神 の 秘義 に 対 し

て 透 明に 」
48 ）

させ る 。 「彼の 死 は ， 彼の こ の 透 明性 の 終 極 的 な 開示 で あ っ た」
49 ）

。

つ ま り，
キ リ ス ト と して の イ エ ス に お け る 「終極 的 な啓示」 は ，

「彼の 死 」 に

お い て ， す なわ ち 「十字 架」 に お い て 終極 的 に 開示 され たわ け で あ る 。 だか ら

こ そ ，
テ ィ リ ッ ヒ は ，

「彼 （イ エ ス ） を 見た 者 は父 を見 た の で す 」 と語 りなが

ら ， 直 ち に ，
「しか し ， そ れ は十 字 架 に つ け られ た 方 に の み 言 い うる こ と な の

で す」
50）

と付け 加え なければ な らない 。 キ リス ト とし て の イ エ ス の 「存在」， す
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な わ ち 「神 との 統
一

」 は ， ナ ザ レ の イ エ ス の 十字架に お け る 「自己 犠牲」 に お

い て の み 見 え て くる 。
つ ま り 「十字 架」 は ， 「神 との 統

一
」 の 啓示 的認識根拠 ，

「神 との 統
一

」 は 「十字架」 に お け る 「自己 犠牲」 の 実在 根拠 とい うこ とに な

る 。

　 しか し ， それ で は テ ィ リ ッ ヒ は ，
「終極的な啓示 」 を も っ ぱ ら

一
つ の 事実 ，

事 件 と して の 「キ リ ス ト の 十 字架」 に の み 限 定 して 捉 え て い る の で あ ろ うか 。

仔 細に 検 討 し て み る と， か な らず し もそ うで は な い よ うに 思わ れ る 。 少 し長 く

な る が
，

こ の 微 妙 な 点 を 言 い 表 わ し て い る テ a リ ッ ヒ の 文 章を 引用 し て み よ

う。 彼 は 次 の よ うに 語 る 。

　 「彼 の 生 涯 を 通 し て と彼 の 生涯 の 終 りとの 両方 に お い て ， 十 字架 の 受 容 （ac −

　 ceptance 　of 　 the 　cross ） 1ま， 彼 と神 と の 統一
の 決 定 的 な 証 明 ， す なわ ち 存在

　 の 根拠に 対す る 彼の 完全な透明性 の 決定 的な証明で ある」
51）

。

　 こ こ で こ の 文 章 を 引用 し た 意味 は ，
「十 字 架 の 受 容 」 とい うこ とが 言わ れ ，

しか もそれ が ， イ エ ス の 生涯 の 終 りだ け で な く， そ の 生涯 を通 して あ っ た こ と

が 語 られ て い る 点 に あ る 。 テ ィ リ ヅ ヒ に よ れ ば ， 聖 書 的 イ エ ス 像 に 従 うと ， イ

エ ス は ， 生涯 を 通 し て 十字架 を 「受容 」 し て い る の だ とい うの で あ る 。 テ ィ リ

ッ ヒ に よ る と聖 書 的 イ ＝ ス 像 は ，

一
方 で イ エ ス の 本 質 的有 限性 を 示 し （だ か ら

イ エ ス は 誘惑を 受け る ）， 実存の 悲劇的 要素 に 対す る参与 （a ダ と の 関 係な ど）

を示 し て い る 。 し か し ， イ エ ス は 疎外 を 生 じ て は い な い 。
つ ま り存在そ の もの

と の 分 離 究極 的次 元 の 喪失 と し て の 疎 外 を 生 じ て は い な い
。 要す る に 罪 （不

信仰 ， 高慢 ， 強 欲） の 者で は ない 。 そ の こ とは ，
テ n リ ッ ヒ に よる と， 神 との

統
一

に あ っ て
， 自己 犠 牲 と し て の 十 字 架 を 受 容 し て い る と い うこ とで あ ろ う。

そ こ で テ ィ リ ッ ヒ は さ らに 次の よ うに 言 う。

　 「た だ 彼 は ， 十字架を 自己 に 不 断に 引 き受け る こ と に よ っ て ， は じめ て 『霊 』

　 とな っ た 。
つ ま り，

パ ウ ロ 的 な用語 と し て の 霊 ， す なわ ち われ われ が 彼 を も

　 は や 肉に 従 っ て で な く，
つ ま りそ の 歴史的 個人 的 実存 に 従 っ て で な く， そ の

　 霊 に 従 っ て 知 る と こ ろ の 霊 に な っ た 」
52）

。

　 つ ま り， 十 字架は 確か に なお イ エ ス の 生涯 の 終 りの それ で もあ るが ， しか し
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同時 に イ エ ス の 全生涯 を通 じて 不 断に 引 き受け られ る十 字架 で もあ っ て ， それ

は
一

つ の 事 実 や 事件 とい うよ りも， イ エ ス の 全 生 涯 の 質 を 意味 す る もの に な っ

て い る 。 そ れ は つ ま り， 生 の 十字架的性 格 とい う こ とに な っ て い る の で は ない

で あ ろ うか 。 十 字 架 とい う事件その もの よ りも， 十 字架 の 受容 ， そ して 十 字架

を 受 容 し た 生 の あ り方が 重 大視 され て い る の で は な い か と思 わ れ る 。

　テ ィ リ ッ ヒ は ， あ る箇所 で ， 「キ リス ト教 と して の キ リス ト教 は ， 終極 的 で

も普遍 的で もない 。 しか し ， そ れが 証 し て い る もの は 終極的 で あ り普遍的 で あ

る 」
53）と語 っ て い る 。 こ の 語 り口 で ， 「キ リス トの 十 字架」 に つ い て も語れ ぽ，

「十 字 架 と し て の 十 字架 （
一

つ の 事 件 と して の 十 字架 ） は 終 極 的 で も
二普遍 的 で

もな い 。 しか し ， そ れ が 証 して い る もの は 終極的で あ り普 遍的 で ある 」 とい う

こ とに もな ろ う。 そ し て
， それ が証 し して い る もの とは ， イ エ ス の 生涯 の 十字

架的 質 とい うこ とに な り， そ の 表現 を通 し て さ ら に 示 され る イ エ ス の 存在 の 十

字 架的質， つ ま りは 実存 の 中 に 出現 し た 「新 しい 存在 」 「神 人 統一
」 の 十 字架

的 質 と い うこ と に な る で あろ う。

b． こ の 関連 で わ れ わ れ は ，
テ ィ リ ッ ヒ の 神 学 の 「聖 書的」性 格に も言及 して

お か なけ れ ぽ な らな い
。 それ は もち ろ ん 独特 な 意味 で の 「聖 書 的 」 性 格 で あ る

が ， こ れ ま で す で に 何度か 言及 して きた 「聖 書的 イ エ ス 像 」 に そ れ が 現わ れ て

い る の で あ る 。 彼の 神学 の 認識 根拠 は ， 歴 史 的事 実 と し て の イ エ ス で は ない 。

そ うで は な く， 聖書が 描 い て い る 「キ リス ト として の イ エ ス 像」 （the 　 picture

of 　Jesus　 as 　 the 　Christ） で あ る 。 こ こ に ，
い わ ゆ る 「史 的 イ エ ス 」 に 対 して

「歴 史的聖 書的 キ リス ト」 を 対 置 し ， 後 老 に 信仰 の 根拠 を 見 た M ．ケ
ー

ラ
ー

の

行 き方 が 現 わ れ て い る と言 っ て よい 。 テ ィ リ ッ ヒ は ，
こ の 「聖 書 的 イ エ ス 像」

の 立 場 で ， 彼な りの 変 更 を 加 え つ つ
， ケ ー ラ ー的 な聖 書主 義 を 継 承 して い る の

で ある 。 そ の 変 更 とは ，
ケ リ ュ グ マ の キ リ ス トで な く， 像 （picture）の キ リス

ト ， 従 っ て 「御 言葉の 神 学 」 で な く， 「像 の 神 学 」 に な る 点 で あ る 。 従 っ て ，

既 述 の 「新 し い 存 在 」 の 認識 根拠 と し て の 「十 字 架」 も ， 実は 「像」 に 刻 まれ

た 十 字架 あ る い は ， イ エ ス 像 の 質 と し て の 十 字架 と い うこ と に な る 。

　 た だ しか し ， テ ィ リ ッ ヒ は ， こ の 「像 」 とそれ を 生み 出 した 実在す る 人 格 的
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生 との 間 に 類 比 ，
テ ィ リ ッ ヒ の い う 「像の 類 比 」 （analogia 　imaginis）54 ）が あ る

と述 べ て い る 。 そ れ は ， 空 想 的 な像 で は な く ，
「実 在 的 な像 」 （areal 　picture）

55 ）

で あ る とい わ れ る 。 イ エ ス の 全 体 に つ い て 言 わ れ る こ の 「実在 的 な 鱇」 は ， 十

字架 に 限定 して 言わ れ た あ の 「事実 に 基 づ い た 象徴 」 と対 応 し て い る と言 っ て

よい で あ る う。 　「啓示 は キ リ ス ト と し て の イ エ ス とい う事件 （event ）の 中 に 揺

る が ざ る客 観 的根拠 を持 っ て い る 」
56） と も言 わ れ る 。 こ う して 「像 の 類比 」 で

語 られ て い る 「類比 」 は ， 事 実 的 な もの との あ る 結 び つ きを 示 して い る と も考

え られ る 。

　 し か し ま た ， テ ィ リ ッ ヒ の こ の 聖 書的 な像 と事 実的 要素 との 結 び つ き方 を 示

す も う
一

つ の テ ィ リ ッ ヒ の 主張 が あ る 。 それ は
，
テ ィ リ ッ ヒ が こ の 聖 書的像 を ，

表現主 義 の 絵画 と結 び つ け て 理 解 し て い る 点 に 現 わ れ て い る
57）

。
つ ま り， テ ィ

リ ッ ヒ の 「像 （picture） の 神学 」 は ， また 彼 の 「芸術 の 神 学」， 特 に 彼 の 「表

現主 義絵画 に 関す る理 解 」 と関連 して い る の で あ る 。 表現派の 画 家 は ， あ る 人

物 を描 こ う とす る 時 ， そ の 人物 の 最深 の 層 に は い っ て い こ う とす る 。 画家 は ，

写真の よ うに 描 くの で もな く ， ま た 自己 の 主 観的 な印 象や 理想 を 描 くの で もな

い 。 聖 書的 イ エ ス 像 も， そ の よ うに し て 最深 の 層 に は い っ て 描 か れ た 像だ と い

うの で あ る 。 表 現主 義 が 実存 の 深 さ の 次 元 に 内実 （Gehalt） を 求め る よ うに ，

テ ィ リ ッ ヒ の い う聖 書 的像 もイ エ ス の 最 深 の 存在 の 次元 に 食い い っ て い く。 そ

し て そ こ に 十 字架的 質 を見 い 出す 。 し か し そ の 深 さの 次元 の 探 究 に と っ て ， 表

面 的 素材 と し て の 十 字 架 ， 歴 史 的 事 実 と し て の 十 字 架 は い か な る 関 係 に あ る の

で あ ろ うか 。 表現派 の 画 家 が ， 宗 教 的素材を 抜 き に して 宗教 的 内実 を表現する

こ と も可 能 な よ う に
，

テ ィ リ ッ ヒ の 「像 の 神 学」 も ， 宗 教 的素材 ，
こ こ で は 事 実

と し て の 十 字架 を 抜 きに し て し ま う可能 性 が な い で あ ろ うか 。 彼 が あ の 「新 し

い 存在 の 直接的明証性」， 「直 接 的 自己 意識」 と し て の 信仰 に つ い て 語 る時 ，
こ

の 事実 喪失 の 可 能 性 が 顔 を 出 し て い る よ うに 思 わ れ る の で あ る 。 歴史の 事実 と

像 に よ っ て 示 され る 実在 の 深 さの 次 元 ， 歴史 的 事 実 と し て の 十 字架 と新 し い 存

在 との 関係 は ，
テ ィ リ ッ ヒ に お い て な お 大 き な 問 題 と して 残 され て い る領 域 だ

と言 わ なけ れ ば な らない で あろ う。 テ a リ ヅ ヒ の 像の 聖 書主義 は ，

一
方 で 確か
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に 事実 と象 徴 との 結 び つ き， 像 と実在 との 類比を語 りなが らも， 他方 で は ， 実

在 の 深 層の 十字架的 質の 表現 を も っ て ， 時間空間内 の 歴史的事件 と し て の 十 字

架そ の もの を止揚 し て し ま う可能性 が ある か らで ある 。

　 4．　 テ ィ リ ッ ヒ が 「キ リス トの 十字架 」 の 中 に 究極 的 に 見て い る もの ， な ら

　　 び に 「神の 苦 難」 の 問題

a ， テ ィ リ ッ ヒ が ，
キ リス ト とし て の イ エ ス の 中に

， 特 に そ の 十 字 架の 受容 の

中 に ， 「終 極 的 ， 規 準 的啓 示 」 を見 て い る こ とは 既 述 した 通 りで あ る 。 しか し

そ れ だ け で は ない 。 彼に よれ ば，
「啓示 は 救 済が ある と こ ろ で の み 受 入 れ ら

れ 」
58）

， ま た 「啓示 の ある と こ ろ に は 救 済が ある 」
59 ）

。 テ ィ リ ッ ヒ は ， キ リス ト

と して の イ エ ス の 中 に ， 特に そ の 十字架 の 中 に ， また 規準的 な救 済を 経 験 し て

い る の で あ る 。 そ れ は ど の よ うな こ とで あ ろ うか 。

　 キ リ ス ト と し て の イ エ ス に お け る救 済 と は ， テ ィ リ ッ ヒ に 従 え ば ， 要 す る

に ，
「新 し い 存 在」 が実存の 制約下 に 現わ れ ， 実 存的疎 外 とそ の 諸結 果 と し て

の 葛藤 と破壊 とに 参与 し ， そ れ を それ 自体 の 中 に ， す なわ ち 「神 と人 間 と の 統

一
」 の 中に 引 き受けた とい うこ とで あ る 。 こ の 実存的 破壊 ， 実存の 究極的否定

性 の 引 き受 け に よ っ て ， 存在 そ の もの か ら 自己 を 疎 外 し た 者が ， 再 び 存 在 そ の

もの との 結合の 中 に 入 れ られ ， 分裂 し た 者が 中心 を与 え られ ， 神 と人 ， 人 と世

界 ， 人 とそ の 人 自身 の 分裂が 克服 され る 。 本 質か ら実存 へ と移 行 し た 者 が ， 再

び 本 質 化 へ の 道 を与 え られ る 。 そ して 疎外の 結果 自ら受入 れ難 い 者が受入 れ ら

れ ， 受 入 れ られ た こ と を 自 ら も受 入 れ る 。 こ れ が 「癒 し 」 とい う こ と で も あ

る 。

　 こ の こ とを 詳細に 理解 す る た め に は ， われ わ れ は テ ィ リ ッ ヒ の 人 間論 ， そ の

本質存在 と実存の 理 解 ， さ らに 疎外 とそ の 破壊の 構造に 関す る 彼の 見解 を 理 解

し なけれ ぽ な らない
。 しか しそれ は 本論文 の 範囲 を大 き く越え る こ とに なる で

あ ろ う。 た だ 概 略 を 述 べ る と ， テ ィ リ ッ ヒ に よれ ば ， 特 に そ の 有 限性 の 諸 カ テ

ゴ リ ー に ょ っ て 把握 され る 有限的 自由 の 本質的人 間存在 は ， そ こ に あ る可 死 性

の 不安 や 孤 独 （solitude ）を含 め て ， そ れ 自体 善 で あ る 。 しか し 事実 と し て あ る
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実存的 疎外状態に お い て ， 存在 そ の もの へ の 参与 は 失わ れ ， 人 間 の 本質存在か

ら実存 的悪 へ の 移 行 が 生 じ て い る 。 こ の 移 行 は ， 事実 と し て 普 遍 的 で あ る 。 こ

うし て
， 有限性 の 諸構造に 破壊的要素 ， 実存 的否 定性 が 付加 され る 。 現実の 生

は ，
こ の 本質的 有限性 と実存的破 壊 的 要素 と の 混 成 に な る わ け で あ る 。 こ うし

て ， 有 限性 の 要 素 と して の 可 死 性 の 不 安 は ， 死 の 戦慄 と な り， 有 限性 の 要素 と

し て の 苦難は ， 無 意味 な 破 壊的苦 難 とな り， 共 同体 を 成 立 させ る 要素 と し て の

孤独 は 共同体か ら分裂 した 孤 立 （loneliness） と な り， 有限性 の 暫定的不 確 か さ

は ， 絶 対 的 な 不 確 か さ ， 生 きる 可 能 性 に 対 す る 絶 望 に な る 。 紙 数 の 限 界 も あ

り，
こ れ 以上 の 詳述 は こ こ で は 不 可 能で あ る が ， わ れ われ は こ うした 実存 的疎

外 と破壊 的諸結果 に つ い て の テ ィ リ ヅ ヒ の 分析 ， ま た テ ィ リ ッ ヒ 自身 の 経 験の

叙 述 を ， 彼の r組織神学 』 第二 巻 の ほ か に ， 彼 の す ぐれ た 三 冊 の 説教集の 中 に

豊 か に 見 る こ とが で きる 。

　 テ ィ リ ッ ヒ に よれ ぽ ，
こ の 実存 的疎外 とそ の 破壊 的 結果か らは ， 実存 的疎 外

の 中 に あ る い か な る 行為 を も っ て し て も逃れ る こ と は で きな い 。 そ うか とい っ

て ， 自殺 もま た ， そ れ が 究 極 的 ， 無制 約 的 な もの と の 再 結合 を 欠 如 し て い る ゆ

えに ，
こ の 問 題 の 解 決 に は な らな い とい わ れ る 。 た だ キ リス ト と し て の イ エ ス

とい う
一

点に お い て ， 実存の 制約下 に あ っ て
，　 「こ の 疎外 と葛藤 と 自己 破壊 に

生 きる 実存の 終 り」
58） が あ る 。 そ こ に お い て ， 実存 的疎外 とそ の 破壊 的 構造 は

原理 的 に 克服 さ れ て い る 。

　そ こ で テ ィ リ ッ ヒ の 理 解 に よれ ば ， キ リス ト と し て の イ エ ス に お い て 起 こ っ

て い る こ と は ， 第一
に ，　 「新 し い 存在 」す な わ ち 「神人 の 動 的統

一
」 が ， 実存

の 中 に ， そ し て 実存的疎 外 の 諸制約下 に ， 自ら は 疎 外 を 生 じ る こ と な く， 出現

（appear ） した とい う こ とで あ る 。 第二 に
，

「新 しい 存在」 は
， そ の よ うに 出現

す る こ と に よ っ て ， 実 存 的疎外 とそ の 諸結 果 ， キ リス トの 十字架 に お い て 特 に

そ の 究極 的結 果で あ る 実存 の 状 況 下 に お け る 死 ， そ の 究極 的否 定性 に 参 与 （par−

ticipate ）し た とい う こ とで あ る 。 こ れ は ま た 実 存 に 対す る 服 従 （subjection ）と

も言 い 表わ され る 。 しか し こ こ ま で で は ， 実 は キ リ ス ト と し て の イ エ ス に お け

る 「十 字架 」 の 独 自性 は ， 究 極 的 結 果 と し て の 死 へ の 参 与 を の ぞ け ば 明 白 で は
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な い 。 それ と 「受 肉」 の 区 別 は な い と言わ な け れ ば な らない で あろ う。 テ ィ リ

ッ ヒ 自身 「受 肉」 に つ い て
，

「受 肉 とは ， 神 と人 間 との 本質的 な 統
一

が ， そ の

本 質的 な性 格を失 うこ とな し に ， 実存の うち に ， 実存 の 諸制約 の もとに 明示 さ

れ た こ とで あ る 」
59）と 語 っ て い る 通 りで あ る 。

　 キ リ ス ト とし て の イ エ ス に お い て 生 起 した 事柄 に 関 す る テ ィ リ ッ ヒ の 理解 の

中で ， 「十 字架 」 が 「受 肉」 に ま さ っ て 決 定 的で あ る の は 次 の 点 に あ る 。 それ

は ， 「十 字架」に お い て 実存 へ の 出現 と疎外 ， そ の 究 極 的結 果 へ の 参 与 が あ る だ

け で な く， 実存的疎 外 の 破壊 的諸結 果 ， 究極 的否 定性 が ， 「神 と人 と の 統
一

」 の

　 　 コ　　　ロ　　　　　　　　

中 に 引 き受 け （take 　into）られ て い る とい うこ と で あ る 。
テ ィ リ ヅ ヒ の 文 章 を

引用す る 必 要が あ る で あ ろ う。

　 「そ れ （「新 しい 存 在」） は ， 実存 の 諸否定性 を 神 と の 破れ ざる 統
一

の 中に 引

　 き受ける 性 格 を 持 っ て い る 」
6°）

。

　 「彼 （キ リス トと し て の イ エ ス ） は ， 実存 の 諸 否定 性 を排 除す る の で な くこ

　 の 統 一
の 中 に 受 け 入れ る 。 こ の こ とは ， こ の 統

一
の 力 に お い て それ らを超越

　 す る こ とに よ っ て な され て い る 」
61）

。

　 さ らに ， 「神 人 の 統
一

」 の 中 に 実存 的 自己破壊 が 引 き受け られ る とい うこ と

は
， 同時 に 疎 外 の 根 本原 因 で あ る 神 と の 分 離 ， 神 に 対 す る 拒否 も引 き受 け られ

る と い うこ とで あ る 。
つ ま り ， 「神 を 拒 否す る もの に 対 す る 神 の 受 容 」

6°）が こ こ

で 語 られ る 。
「神 は 神 を拒 否す る 世 界 を 受容す る 」

61 ）
と も言 わ れ る 。 こ の 拒否 に

対す る 神の 受容 こ そ ， 「神 の 秘 義」
62）で あ る 。 説 教 集 『地 の 基 ， 震 い 動 く』 の 中

で テ ィ リ ッ ヒ は 次 の よ うに 語 っ て い る 。

　　「十 字架 に か け られ た 方の 像の 中に
，

わ た し た ち は 人 間性 が 神 を 拒否 し て い

　 る の を 見 ます 。
… … しか し神は 拒否 され る 時 ， そ の 拒否を 自己 の 上 に 引 き受

　 け られ ます 。 神 は ， わ た した ち が 十字架 に つ け る の も ， 排 除す る の も ， 反 抗

　 し て 自己 防衛 を す る の も受け 入 れ られ ます 。 神 は ， わ た した ち が 受け 入 れ を

　 拒 む の を 受け 入れ ， か くして わ た した ち に 打 ち勝 つ の で す 。 こ れ こ そ キ リ ス

　　トの 秘義 の 中心 で す」
63）

。

　　「十字架」 に お け る実存的破壊 の 神人統
一

へ の 引 き受け は ，
つ ま りは 拒否す
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る も の に 対す る 神 の 受 入 れ で あ り ， 神 を 拒 否す る わ れ わ れ に 対す る 神 の 受 容 で

あ っ た 。 テ ィ リ ッ ヒ は ， こ こ に 「（キ リス ト と して の イ エ ス の ）苦難 と死の 中に

起 っ た 独 自な もの （something 　 unique ）」64）
を見 て い る 。

こ の 「神 の 秘 義 」 は ，

ま た 「神 の 愛 」 で あ る 。 なぜ な ら ， 「神の 愛 とは ， 自分 は 受 け入れ られ 得な い

と知 っ て い る 者 を も神 が 受け 入 れ る こ とを 意 味 す る 」
65 ） か らで あ る 。

こ の 拒否

す る もの を 受入 れ る神 に お い て ， テ ィ リ ッ ヒ は ， 「ル タ ー の 最 も深 い 洞 察 の
一

つ 」， 「神が キ リ ス b に お い て わ た し た ち の た め に 小 さ くな られ た 」
66 ）

とい う洞

察 を 継承 し て い る 。 そ し て テ ィ リ ッ ヒ の 神 が こ こ に お け る ほ ど偉 大 で あ る とこ

ろ は な い と言 っ て よ い で あ ろ う。 あの 「汝 ， 受 入 れ られ た り」 と い うテ ィ リ ヅ

ヒ 的キ リス ト教 の メ ッ セ ー ジ は
，

「拒否す る もの を受 入れ る 神 」 とい う彼の 十

字 架 の 神 理 解 か ら 語 り出 され て い る の で あ る 。

b． J ．モ ル ト マ ソ は ， 近 年 の 「十 字架 の 神 学 」 の 代表者 と し て
，

「神概 念 の 革

命 」 に つ い て 語 り， 「神の 苦 難 」 に つ い て 語 る 。 テ ィ リ ッ ヒ の 場 合 ど うで あ ろ

うか 。 最後に こ の 問題 に つ い て 考え て み た い 。

　 テ ィ リ ッ ヒ もま た 「神 の 苦 難 」 とい う表 現 を 決 し て 避 け て は い な い 。 実 存的

破壊 を引き受け る 神は ，
「世界 の 苦 難」 を引 き受け る神 で あ り，

こ の こ と は ，

あ る面 で ， 神御 自身の 苦 難 に つ い て 語 る こ とに も導い て い く。 た だ し ， 世 界 の

苦難 が ， 実存 的疎 外 の 結 果 で あ る 自己破 壊 的苦 難 で あ る の に 対 し ， 神 は 本 質 と

実存の 区別を越え て い る ゆ え に ， 世界 と同
一

の 仕方 で 神の 苦難 に つ い て 語る こ

とは で きな い 。 神 に は そ の 意味で の 自己 破壊 的 な苦難は な い
。

こ れ は ，
テ ィ リ

ッ ヒ の 言 う 「神 で ある こ とを や め る こ と は ， 神 に と っ て 唯
一

不 可能 な こ とで あ

る 」
67）

と い うこ と と も関連 す る 。 む し ろ 自己 破壊的 な 苦 難が ない ゆえ に ， 1神 と

の 統
一

」 の 中 に 人 間の 実存 的 自己 破 壊 の 苦難が引 き受け られ得 る の で あ る 。

　 神 の 苦 難 が 自己 破壊 的 苦 難 で ない とい うこ とは ， そ れ は 克 服 され た 苦 難 で あ

る こ と， 従 っ て 「神 の 永遠 の 幸 い （blessedness）」
68 ） と矛盾 し な い こ とを意 味す

る 。 す なわ ち ，
「神の 生 の 中に は 永遠 に 克服 され た 非存在 の 要素が あ っ て ， こ

の 非存在 の 要 素が … … 苦 難 ， す なわ ち 神 が 実存的疎外 に 参与す る こ とて 御 自身

　に 引き受け て い る苦 難な の で あ る」
69 ）

と言わ れ る 。
こ こ に ， 神の 内な る非 存在
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と ， キ リス トと して の イ エ ス （特 に そ の 十字架） に お い て 引 き受 け られ た 苦難

との 「一 致 」 （coincide ）vo） が 示 され て い る 。 テ ィ リ ッ ヒ は こ こ に ， 神論 ， それ

も 「生 け る 神 」 の 教 理 と ， 贖 罪 論 の 「
一

致」 を 見 て い る 。 そ れ は ，
つ ま りは ，

実存 の 中に 出現 し た 「新 しい 存在」 が引 ぎ受け た 「十 字架 」 の 出来事 と， 神 の

生 の 中に あ っ て 永 遠 に 克服 され て い る 「非 存 在 」 の 要 素 と の 「一 致 」 で あ っ て
，

神 の 内な る 「非 存在 」 は い わ ぽ ， 「永 遠 の 十 字架」 で あ り，
「十字架」 は ， 実存

の 中 な る 「非 存在 」 と い うこ と に な る 。

　問題 は ，
こ の 「非 存在 」 と 「十 字 架」 の 「一 致」 とは

一
体何か とい うこ とで

あ る 。 そ こ で 注 目され る べ きテ ィ リ ッ ヒ の 認識 は ， 「十字 架 は ， 神 が 人 間 の 罪

過 の 結果 を 御 自身に 引 ぎ受 け る こ と の 原 因 （cause ）で は な く， そ れ の 効 果的な

開示 （effective 　manifestation ） で あ る 」
71 ）

とい う認識 で ある 。 こ こ で 「効 果

的 」 とい うの は ， 神 御 自身 に 対 して 効 果が 及 ぶ とい うこ と で は な く ， 人 間 の 経

験 を 引き起 こ す 上 で 効果的 な開 示 だ とい うの で あ る 。 神 は ， す で に 御 自身に お

い て は ， 人 間 に 対 し ， 拒 否 す る 世 界 に 対 し永遠 に 和 解 し て お られ る 。 神は 存在

そ の もの
，

つ ま りは 存在の 否定を 否 定す る 力 と し て ， 非 存在に 打 ち 勝 っ て い

る 。 「十 字架 」 は ， 世界の 苦難 に 対す るそ の よ うな神 の 参 与 の 中心 的 ， 基 準的

な現実化 ， 現実化 に よ る 開示 で あ っ た 。
テ ィ リ ッ ヒ に お い て は ， 従 っ て 十 字架

は ， 存在 そ の もの に 変 化 を 与 え る もの で は な い 。 そ れ は ， 非 存 在 を 永遠 に 克服

して い る 神 の 開示 で あ る 。 それ は ， 「開 示 」 で あ っ て ， そ れ 以上 で は ない 。 テ

ィ リ ッ ヒ に お い て は ， あ の 「神 人 統
一

」 と し て の 「新 し い 存在」 に つ い て も，

「非 存 在 」 を 永 遠 に 克服 して い る 「存 在 の 力 」 と して の 神 に つ い て も ， そ れ に

対す る キ リス トの 十 字架 か らの 存在論的遡 及的規定力に つ い て は 語 られ ない 。

十 字架の ゆ え に ， 非存在 を 永遠 に 克 服 し ， 永遠 に 和 解 し て い る とは 言わ れ て い

な い 。 そ こ で ， テ ィ リ ッ ヒ の あ の 「汝 ， 受け入 れ られ た り」 の 福音 の す ぐれ た

解釈 に つ い て も ， また ， 生 きる 勇気 の 源泉 で あ る 「非 存在 に 打 ち勝 っ て い る 存

在 の 力」 と し て の 神 の 解 釈 に つ い て も ， そ し て 「実存 的 自己 破 壊 」 を 引 き受け

た 「新 し い 存在」 と し て の キ リス トの 解 釈 に つ い て も， 次 の
一

つ の 問 い が ， な

お 払拭 され る こ と な く残 りつ づ け る こ とに な る 。 す なわ ち ， そ れ らす べ て ， キ
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リス 1・の 十 字 架 と の 関わ りで 成 立 し た そ れ らす べ て の 解 釈 内容 は ， し か し 存在

の レ ベ ル
， 実在 の レ ベ ル で は ， キ リス トと呼 ばれ た ナ ザ レ の イ エ ス の あ の 十字

架な し に あ る こ とに な りは し な い か 。 従 っ て ま た ， キ リ ス ト の 十 字 架 な し に も

語 られ得る こ と， 信 じられ 得 る こ とに な り は しな い か とい う 疑 問 で ある 。 テ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ．　 　　 　

イ リ ッ ヒ の 神学 ぱ ， 明 らか に 「十字 架 の 神 学 」 で あ るが ， し か しそ れ は ， ど こ
コ　　　　ロ

ま で 「十 字 架の 神学 」 で あ ろ うか 。 わ れ わ れ は ， ひ と まず こ の 問 い を も っ て こ

こ で は 筆 を 置 か な け れ ば な らな い
。
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