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キ リス ト教信 仰 の 再象徴 化 の 課題

一一 H ・ リ チ ャ
ー ド ・ ニ

ー バ ー の 場合 一一

東　方　敬　信

序 ． キ リス ト教 信 仰 の 再 象 徴化

　H ・ リチ ャ
ー ド ・ ニ ー バ ー は ， 晩 年 の 1960年 に 記 し た 自伝的 文章 r宗教 改 革

一 一 継 続す る命令 』 に お い て ， 自分 の 神 学的 巡 礼 に つ い て 語 り ， さ らに 将 来 の

神学 的課 題 に つ い て も記 した 。 そ の 将来の 神 学的課題を ， 彼は ， キ リス ト教 信

仰の 「再解釈」 で は 不 充 分で あ り ， む し ろ そ の 「再 象 徴化 」 が 必 要で あ る とい

っ た 。 し か も， そ の 自伝 的 文 章の しめ く く りに ， 自分 の キ リス ト教 信仰 の 確 信

を 語 り， 社 会 の 改革 の 根 本 は 「宗教 改革」 で あ り， た とい 「宇宙 開発」 の 成果

や 東 西 の 「冷戦の 譲 歩」 とい う成果が あ が っ た と し て も ， 人 間精神そ れ 自身

が 「再 生」 され な けれ ぽ ， そ れ らは 人類 に と っ て そ れ ほ ど重 要 な 出来事 に は な

ら な い と言 い 切 っ て い る 。
こ れ は ， 近代 世界 の 問 題 を 「キ リ ス ト教信仰 の 再象

徴 化」 に よ っ て 解決 し よ うとす る 大胆 な希 望 を 語 っ て い る文章 で あ る
1｝

。

　 ま さ に 彼の 予 測 した とお り， そ の 文 章 の 30年後の 今 日 ， 宇宙 開発 時代が お と

ず れ ，

ベ ル リ ソ の 壁 の 崩壊 後 ， 世 界 の 枠組で あ る 東西 の 冷戦構造 も緩和 され て

きた 。
し か し ， そ れ に 比 し て ， 人 間精神 そ れ 自身 が 真 に 再 生 して い るか ど うか

は 疑 問 で あ る 。 人 々 は ， 豊 か さ と 自由は 求 め て も， 世 俗 文化 に お け る 実存 の 陳

腐化は 相 変わ らず で は な い か 。 そ こ に ， わ れ わ れ は 「安か ら ざ る に 安 し 安 し 」

とい う危険を 感 じな い わ け で もな い 。

　 そ れ に し て も， 彼 が 今後 の 神学 的課題 を キ リス ト教 信仰 の 再 解釈 で は な く

　「再 象微化 」 で あ る とい っ た の は ， どの よ うな 理 由か らで あ ろ うか 。 宇 宙開発

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

　　　　　　　　　　　　　　　　 キ リス ト教信 仰の 再象徴化 の 課題　
一 133 一

時 代 と冷 戦 構造 の 緩 和 を 予 測 し た 彼 が そ れ よ り深 い 神 学 課 題 を ど の よ うに 予 測

を し て い た か を 知 る の ぱ ， わ れ わ れ に と っ て きわ め て 興 味 深 い 。 彼 は つ ね に 時

代 の な か で 聖 書の 使信 を 語 ろ うとし て い た が ， そ の 彼が 宇宙開発時代を 予測 し

冷 戦 緩和を 予 想 した と き ， い っ た い どの よ うな 神 学 的 課 題 に 向 か っ て い こ う と

し て い た の か 。 そ れ を 知 る の は ， 聖 書 の 使信 を 今 日 の 教 会 に お い て 明 ら か に

し ， さ ら に そ れ が 人 間 精神 の 再 生 に 重 大 な 意味 が あ る と確信 す る 者 に と っ て
，

重 要 な 示 唆 を 与 え て くれ る で あ ろ う。

　そ こ で 先ず ， 彼が そ の 神学 の 成 熟期 に キ リス ト教信仰 の 「再象 徴化 」 とい っ

た こ と の 背 景 を 考 察 し て み よ う。 そ の と き ， 彼 は ， 言 語哲 学 者 の ウ ィ ト ゲ ソ シ

ュ タ イ ン
， 象徴 の 哲学者 の カ ッ シ ー ラ ー

， 科 学哲学者 の マ イ ケ ル ・ ポ ラ ン ニ ー

な ど と の 対 話 に 取 り組 ん で い た 。 し た が っ て
， 彼 は

，
マ イ ケ ル ・ポ ラ ソ ニ

ー
の

用 語 を もち い る と 「ポ ス ト批 判 主 義 の 神学」 を 試み よ うと して い た と判断 で き

る
2ン

。　 こ の ポ ス ト批 判 主 義 と は ， 近 代 の 科学 技 術 世 界 そ の もの を 根底 か ら洗 い

直 す 人 問 の 新 た な 知 的営 為 の ひ と つ で あ り ， 信 仰 と 認 識 を 分離す る の で は な

く， か え っ て そ の 相 互 作用 を 主 張す る もの で あ る 。 そ の 証拠 と し て ， わ れ わ れ

ば ， さ ぎほ どの 自伝 的 文 章 に い くつ か の 点 を 発 見 し た い
。

　 そ の と き彼が 「再 象徴 化 」 と して 求め て い た の は ， 「神 の 前 に お け る わ れ わ

れ の 実存 の リ ア リテ ィ
ー

」 を 生 き生 き と把握 し ， 伝達す る こ とで あ っ た が
， そ

れ は ， 神学 の 言 語 と キ リ ス ト老 の 行 為を 新 鮮 な もの と し て 世 界 に 提 出 し ， 「人

格的 生 と い う直接 性 に お け る ， 現 実 との 関係 を 指 し示 す よ うに な る 」 こ と で あ

っ た 。
こ こ に 出 て くる 「人 格 的 生」 と は ， ま さ に 彼が マ イ ケ ル ・ポ ラ ン ニ

ー
や

そ の 他 の 思想家 と共 有 した ポ ス ト批 判 主 義思想の 把握 し よ うとす る 主 観 ， 客観

の 二 元 論 を こ え た 新 し い 人 格 的 生 で あ り ， 科 学 技 術 と神 学 の 分 離 を こ え た 「個

人 的 知 識 」 を探 究す る人 格的 生 で もあ っ た 。
ニ ー一バ ー

は ，
こ の 人 間精神 の 根源

的 状 況 で あ る 人 格 的 生 か ら ， 新 し くキ リ ス ト教 信 仰 を表 現 し た い と考 え た 。 そ

れ ぱ ， 暗 黙 の 次 元 に あ る現 実を 明 るみ に 引 き出す 新 た な 「宗教 的言 語」 と 「象

徴 的 行 為 」 に よ る 表 現 で あ る 。
こ れ に よ っ て

， 彼は ， キ リス ト教 神 学 と キ リス

ト教倫理 の 両 方 の 現代 的 な表 現を 探 究 し て い た とい っ て よい 。 こ れ を ， 彼 は
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「意 味深 い 言 葉 と象 徴的行為の な か に ，
こ の 再象徴化が 」 到 来す る こ とで あ る

と い っ て い る 。

　そ れ 以外 に ， ポ ス ト批 判 主 義 の モ チ ー フ を 彼 の 神学 的 成 熟期 の 文 章 に 探 し て

み よ う。 彼 に よれ ぽ ， 人 格的 生 は ， 孤 立 した 生 で な く ， 世界 の な か に 他 者 と共

に 行 為者 と し て 住 み ， 神を 探 究す る 社 会 的 存在 で ある が
， しか し それ は

一
人 称

単数 で 「わ た し」 と し て ある い は
一

人 称複数 で 「わ れ わ れ 」 と して か た る 主 体

的 「自己」 で あ る 。 そ こ に 宗教 的 言語 の 特徴 が あ る 。 1960年 に ， 彼 は r近 代文

化 の 崩 壊 と唯
一

神信仰 』 を 記 し た が ， そ の 序文 に お い て
， 神学 の 方 法 論 を 検討

し て い る 。 そ の
一

部分を 引用 して み よ う。

　　 こ の よ うに
， 信仰 に 浸透 して い る 思 索 の 精密 な展 開 とし て の 神学 は ，

こ の

　究 極的関 心 が 神で あ る に し て も， 信仰 の 活動 に つ ね に 参加 し な けれ ば な ら な

　 い の で あ る 。 こ の 文 脈 に お け る訓 練 され た 思 考 の 努 力 と し て ， 神 学 は ， 現代

　 の 人 間研 究 の 多 くの 範疇 の
一

つ と し て た や す く分類 さ れ て は な らな い 。
つ ま

　 り， 神学 は
， 科学 と して

， 人 間学 の
一

つ と し て
， 歴史学 とし て

， また 精神科

　学 と し て
， あ る い は 批 評学 や 哲 学 と し て 分類 され る こ と の で きな い もの で あ

　 る 。 神学 は ， 自己 の 仕 事の 状 況 に お い て
， 自己 の 対象に ふ さわ し く， 自己 の

　 方 法 に 従 っ て
， 展開 し な けれ ば な らな い の で あ る 。 そ し て ， そ れ は ， 他 の 対

　象 に 向け られ た 合理 的探 究 に よ っ て 展 開 され た 方法の 奴隷 と な っ て は な らな

　 い し ， 信 仰 以外 の 人 間 の 非合理 的活動 に も結 び つ け られ て は な らな い の で あ

　 る
3）

o

　 こ こ で
， 彼 は ， 神学 が 「信 仰の 活動 に つ ね に 参加 し なけ れ ば な らな い 」 と主

張 し ， 神学 と い う学 問 が た だ 客 観 的 に 対 象 を 把 握 し表現す る だ け で な い こ とを

強 調 す る 。 そ れ は ， 他 の 学 問 の 奴隷 に な る だ け で あ る 。 ま た 神学 が 自己 の 対 象

と 自己 の 方法 に こ だ わ る の は ， 彼 に よれ ぽ ， 神学が 人 格的生 の 意義 と統
一

に か

か わ る もの だ か らで あ る 。 信 仰 とは ， 人 格 的 生 そ の もの で あ る 。 彼 に よれ ば ，

「神 は 確固 た る 自己 」 で あ り， わ れ わ れ が そ の 啓 示 に 応 答 し て 人 格的 生 を 与 え

られ ，　 「統
一 された 自己 の 展 開」 とな る の で ある

4）
。 した が っ て

， そ れ 以外 の

非合理 的 ， 主 観的 経験 は ， 混 乱 を 引 き起 こ す だ け で ， 神 学 は 「信仰 以 外 の 非 合
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理 的 活 動 に も結 び つ け られ て は な らな い 」 とい うの で あ る 。 い ず れ に し て も ，

学 問 に 「参 加 」 とい う主 張 を 盛 り込 ん で い る の ぱ ， ポ ス ト批 判 主 義 の 思 想 家 の

特徴 で あ る 。 さ ら に ， わ れ わ れ が 上 記 の 引用 に 発見す る の は ， そ れ ま で の 『ア

メ リ カ に お け る 神 の 国 』 あ る い は 『啓示 の 意味』 や 『キ リス トと文 化 』 に お い

て 彼 が た えず 用 い て きた 「歴 史 」 ま た は 「歴 史学 」 とい う言葉 に ， 距離を 置い

て い る 点で あ る 。
つ ま り ， そ れ は ， 自然 科学 の 領 域 を 避 け ， 神 学 を 歴 史 学 の あ

つ か う歴 史 的世 界 だ け に 限 定 す る とい う印象 を避 け る た め で あ ろ う。 積極 的 に

言 え ぽ ， 彼 は ，
こ の 時 期 に ， あ らゆ る学 問 の 根底 に あ る 人 間 の 言 語活動 に 焦 点

を 合せ 始 め て い た とい う こ とが で きる 。

　さ らに ， 彼 の 成熱期 の 神学的課 題 を表 現 し て い る死 後 出版 の r責任を 負 う自

己 』 （1963年 ） を 検討 し て み る と ， そ こ に r啓 示 の 意 味』 （1941年 ） に お い て 展

開 し た 有名な 「内的 歴 史 （inner　history）」 「外 的歴 史 （external 　history）」 の

区別
5）

を 克服 し よ うとす る 意 図が 明瞭 に 表 わ れ て くる 。
こ れ は ，

い わ ぽ 純 粋 理

性 と実践 理 性 を 区 別 し た 「カ ソ ト主義 の 歴 史 化 」 とい わ れ た r啓示 の 意味』 の

時代 の 神学 的 方 法 論 を 克 服 す る姿 勢 を と っ た もの とな る 。 そ の 理 由 に つ い て ，

彼 ぱ ，
こ の 二 元 論 が 精神 と身 体 を 分 離す る 傾向に な り， わ れわ れ の 自己 を 統

一

す る よ り二 分割 し て し ま う近代 的 人 間観の 過 ち に 陥 る と考 え る の で あ る 。 そ こ

で ， 新 し い 「責 任 を 負 う自己 」 と い う言葉 が で て く る の で あ る が ，
こ うい っ た

文章 に は ， 彼 が メ ル ロ ・ ポ ソ テ ィ
ー の 哲 学 を 検討 し た 痕 跡 さえ見 え て くる の て

あ る 。 少 し長 くな る が ， そ の 意図 が 明瞭 に 表わ れ た 文 章 を ひ と つ 引用 し て み よ

う。 以下 の 引 用 は ，
マ ル チ ン ・ブ ー バ ー の 「我 と汝 」 と 「我 とそれ 」 の 二 分法

を さ ら に 越 え て い こ うと す る 脈 絡 に あ る文 章 で あ る 。

　　 しか し な が ら ， 応 答的 な 自己 は ， も う
一 つ の 他 の 三 位的な 弁証法 的 な相互

　 作 用 の な か に も存在 い た し ま す 。 伝 統 的 に は ， わ れ わ れ は ， 第
一

の 状 況 に お

　 い て は ， 思 弁的 な い し観察的 な 理 性 を用 い る の に 対 し ， 第二 の 状況 に お い て

　 は ， 実 践 的 な 理 性 を 行 使す る の だ と い う こ とに よ っ て ， 第二 の 状 況 を 第
一

の

　 状況か ら区 別 して きた の で あ ります 。
こ の 区別 は ， 有用 か つ 不 可避 で あ りま

　 すが ， 自己 の 統 一 性 を 解 消す る こ とに よ っ て
， わ れ わ れ を い く らか 迷 わ せ ，

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一 136 一

　 か つ ， ど こ か 似 て い て 有用 で は あ る が
， 身 休 と精神 の 間 で 行 な わ れ る ， 惑 わ

　せ や す い 区 別 へ と導 い て ゆ く傾向が あ ります 。 同様 に 深刻 な 問題で あ っ た の

　 は ，
こ の 分離 が ， わ れ わ れ の 行 為に お け る観察的 ， 解釈 的 な 要 素 と同様， わ

　 れ わ れ の 知 識 に お い て も実践 的 な い し倫理 的 な 要 素 を 無 視す る よ うに
， わ れ

　わ れを しぼ しぽ導 い て ぎた とい う結果 で あ ります 。 こ の 二 つ の 状 況 を ， 理 性

　 の 主 体的活 動 に 照 し あわ せ て ， 観賞的 で あ る とか 実践 的 で あ る とか 区別す る

　か わ りに ， わ れ わ れ は 最 近 ， それ らを事 実お よび 価 値 と し て の そ れ らの 対 象

　 に 照 合 して 区 別す る よ うに な っ て きて お ります 。 し か しな が ら ， こ れ らの 言

　葉 の どち らに もは っ き りした 意義を 与 え た り， そ れ らを
一 つ の 属 の ， た とえ

　 ば 存在 の 名称的 な 種 と し て 相 互 に 関連 づ け る こ と さ え ， む ず か しい とい う こ

　 と は 周 知 の 事実で あ ります 。 わ れ わ れ が ，
こ れ ら二 つ の な じみ 深い 区別 を 使

　 うこ とに よ っ て ， 解決 し よ うと心 が けた
一

般 的 な問題 は ， わ れ わ れ 自身 を 責

　任 を 負 う存 在 と し て み る ， 少 し く異 な っ た 観 点 に お い て ， わ れ わ れ の 注 意 を

　 ひ くこ とが で きる で あ りま し ょ う。 もっ と も， 自己 の 統
一

に つ い て の 究極的

　 問 題が ， もとの 区別 に よ りも ， こ の ア ブ U 　 ・一チ に よ っ て
， 全 くよ り満足 の ゆ

　 くもの と し て 解決 され る か ど うか は 疑 わ し い の で あ ります が
6 ）

。

　 こ うい っ た 文章を 検討 し て み る と ， 彼 が 神学 的 巡 礼 の 前方 に み て い た 神学 的

課 題 は ， い わ ぽ デ カ ル トか らカ ソ トに 流れ ， さ ら に 最近 の 学問 の 世 界 に お い て

も優 勢 で あ っ た 近 代世 界 の 主 観 ・客 観の 区別 とい う基 本 的 図式 を 検 討 し ， そ れ

と取 り組み ， それ が もた らす 人 間の 問 題を解決 し よ うと した こ とで あ る 。 そ れ

が ， 上 記 に お い て ， わ ざわ ざ 「行 為 」 とい う主 体 的 な 事柄 に お い て 「観察的 ，

解釈 的 な要素 」 とい い
， ま た 「知識」 に お い て も 「実践的 な い し倫理 的要 素」

が ある と指摘 して い る理 由で あ る 。 別 の 言葉 で い えば ， 神学が ， 幅広 い 文化 の

領域 に お い て
， 人 間の あらゆ る 活動を 根底 か ら問 い 直す 作 業 に な っ た とい える

の で あ る 。 そ れ が あ らゆ る学 問 の 言 語 活動の 根底 に あ る メ タ フ ァ
ー の 問 題 を検

討 す る こ とに な る の で あ る 。 ま た こ の 点 に
， 彼 の 成 熱期の キ リス ト教 信 仰 の 再

解釈 で は な く 「再 象徴 化 」 の 試 み が か か っ て い た とい え る 。
メ タ フ ァ

ー は ， 隠

され た 心 の 深 み に あ る 現 実 を あ らわ に した り， そ れ に よ っ て 新 しい 現実を 作 っ
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た りす る 創 造 的 言 語 で あ る 。
r責任を 負 う 自己 』 の な か に は ， 彼 の 自覚的 な メ

タ フ ァ
ー論が 見 られ る 。 例 え ば 「責任性 とい うシ ソ ボ ル は ， わ れ わ れ が 自らを

理 解 す る た め に ， ま た 行 為 に お け る わ れ わ れ 自身を 定 義 し よ うと模索す る と き

に ， わ れ わ れ の 心 の 深み に あ る ，
い わ ぽ 隠れ た 関係 ， 隠喩 （allusions ）， 直喩

（similes ）を 含 ん で い る 」
7 ）

とい う文 章 な ど が そ うで あ る 。 そ の ほ か に 「代喩 的

類 比 （synecdochic 　analogy ）」
8） とい う言 葉 も用 い て い る 。 こ れ は ， 部分的 な

もの で 全 体 を 表 現す る 方 法 の こ と で あ る 。 彼 は さ らに ，
ス テ フ ァ ン ・ ペ パ ー

の

「根幹 的 メ タ フ ァ
ー （root −metapher ）」

9）
と い う言葉 も引用 し て い る 。 こ の 根

幹 的 メ タ フ ァ
ー ば ，　 「世界 の 本質 に つ い て の 最 も基礎的 な仮定 で あ り， それ を

叙 述 す る こ と に よ っ て 可 能 に な る 世 界 の 経 験 」 を 意 味す る も の で あ る
le）

。 い ず

れ に し て も ，
こ の ポ ス ト批判 主義 の 神学を 明 らか に して い くこ とが

，
こ の 論 文

の 主 題 に な る が ， そ の 際 ， 信 仰 と歴i史 の 問 題 と か らん で ， 彼 の 「内的 歴 史 」 と

「外 的 歴 史」 の 区別 が ど の よ うに 問 題 と な り， 克服 され ， また 継 続 さ れ た か が

明 らか に され な けれ ば な らな い
。

こ の 作業 は ， 彼 の 神 学 的成 熟 期 の 方 法 論 か

ら， 彼 の 神学確 立 期 の 方 法論 を 振 り返 る こ とに な る 。

　 そ の 作業 の ま え に ， 彼 が 神 学 的 巡 礼 に お い て 対話 を 続 け た 同 時 代 の 神 学 者 と

哲学者を ポ ス ト批判主 義 の 視点か ら検討 し て お こ う。

　1．　 同 時代 の 神学者 と 哲学 者

　H ・ リ チ ャ
ー ド ・ニ

ー バ ー が 対話 を しな が ら神学 的成 熟を 果た し た 相 手 は か

な り大勢 で あ り， 時 代 もア ウ グ ス チ ヌ ス か ら 同時代の 神学者 まで 広 が り， さ ら

に 同 時 代 の 哲 学 者 の み な らず社 会 学 者 ， 心 理 学 者 ， 文芸批 評 家 に ま で お よん で

い る 。
こ うい っ た 中か ら ， と くに 彼が 刺激 を 受 け た 神学 者 と し て ， カ ー

ル ・バ

ル ト ，
ル ドル フ ・ブ ル トマ ン

， ポ ー ル ・テ ィ リ ッ ヒ
， ラ イ ン ホ

ー ル ド ・ニ
ー バ

ー を 検 討 し よ う 。 さ ら に ， 神 学 的 成 熟 の た め に 対 話 した マ イ ケ ル ・ポ ラ ン ニ
ー

，

ル トウ ィ ッ ヒ ・ ウ ィ トゲ ソ シ ュ タ イ ン
，

メ ル ロ ・ ポ ン テ ィ
ー

，
エ ル ン ス ト ・ カ

ッ シ ー
ラ

ー とい う哲 学者 た ち を み て お こ う。 しか し ，
ニ

ー バ ー
は ，

こ れ ら の 人

人 に ， 刺 激 を 受 け た の で あ っ て ， け っ し て 彼 らに 追 従 した の で な く， 自分 自身
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の 神 学的 自己 形成 の 対話 の 相 手 に し て い た の で あ る 。

　 A ． 神 学 者 た ち の 批 判主 義

　 ニ ー バ ー の 同時代 の 神学者た ち は ， お よ そ宗教的 言 語 に 関 し て 批 判 主 義 の 立

場 を と っ て い た 。 い わ ゆ る 新正 統 主義 の 神学 者 た ち は ， 「神の 主 権」 を 主 張 し ，

近 代 の 人 間 中 心 の 世 俗 世 界 に 対 し て ， 神 学 の 自律 を 確 立 し よ うと し た 。 し か

も， 彼 らは ， 意識 的 に あ る い は 無意識的 に ， 自分た ち の 神学的作業 で もち い る

宗教 的 言 語 に つ い て も，
こ の 神 の 主 権 を 主張 した 。

つ ま り， 彼 らは ， 神 の 主 権

を 人 間 実存 や 世 界 か ら独 立 し た もの と し て 語 る な か で ， 宗教 的 言 語 の も つ 意 味

を ， 人 間の 使用 す る 言 語や 人 間 の 言 語行 為 に で は な く， 神 の リア リテ ィ
ー

そ の

もの に よ っ て 力を 発揮す る もの と考 えた の で あ る 。 そ の 神 の リ ア リ テ ィ
ー と

は ，
バ ル トで い え ぽ 「神 の 言 」，

ブ ル ト マ ソ で は 宣 教 に お い て 出会 う 「神 の 行

為 」， テ ィ リ ッ ヒ で は 「存在 そ れ 自身」， さ らに ラ イ ン ホ ー ル ド ・ニ
ー バ ー で は

「神の 愛 の 理 念 」 で ある 。 した が っ て ， 彼 らは ， 宗教 的 言 語に 関 し て
， 言 語は 神

学 的 対 象 を 「指 示す る」役割 だ け を もつ と考 えた 。 それ は ， 指 示 的 （referentia1 ）

機 能 と し て の 言語 で あ る 。 ポ ー ル ・ リ ク ー ル に よ る と ，
「伝達を 目的 とす る 日

常言 語に お い て
， 記号 と し て の 言 葉は ， 言 語外 の 対 象 を指 示 し て ， 了 解 され た

と き ， 意 味 と な っ て 消 滅す る の で あ る」
11）

。 指 示 機能 と し て の 言語 は ， それ 自

身 に は 本質的 意 味 は な く， 言 語 外 の 対 象 を 指 示 す るだ け で ある 。
つ ま り， 言 語

が 指示 す る 神的意味は ， そ の 使用 され る 言語 を 超 越 した と こ ろ に あ る の で あ

る 。 こ の よ うな 神学 的方法 論 で は ， 意 喋 と言 語 と は 分 離 さ れ ， 宗 教 的 言 語 は ，

た だ 指示 す る 役 割 し か 負わ され て い な い 。 そ の 意味 の 力 は ， 神の うち に あ る の

み で ある 。 し た が っ て ， わ た し た ち の 使 用 す る 言 語 や 言 語 行 為 は ， こ の 方 法 論

で は ， 創 造的 ， 発 見 的能 力 を持 た ず ， 意 味 の 力 に と っ て 本 質的 で は な い の で あ

る o

　バ ル トの 言 語使 用 に つ い て 言 え ば ， 彼 の 神 学 に お い て ， そ の 言語 の 指 示 す る

役 割 も ， 神が そ れ に 指 示 す る 力を 与 えな い か ぎ り神 を 指 示 す る こ とが で きな い

の で ， 言 語 の 指示機能す ら神 に 帰す る こ とに な る の で あ る 。
バ ル トに よれ ば ，
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人 間の 宗教 的 言 語 は ，　「一 つ の 事実，

一 つ の 対 象 を 指 示 す る」
12 ）

つ ま り神 の 言

を 指 し示 す だ け で あ る 。 しか し ， わ た した ち の 言葉 は ， は た し て
， 神 の 言を指

示 で きる で あろ うか 。 それ が 説 教 者 と し て 彼 が悩 ん だ 問 題 で ある 。 人 間の 言 語

は ， 神 の 言 を 指示す る に し て も ， それ が神 の 言 そ の も の に 到 達 す る こ とは な

い 。 む し ろ ，
バ ル トに お い て

， 解 決 は 次 の とお りで あ っ た 。 神 が 人 間 の 言 語 を

御 自身 の 存在 に 対 応 さ せ て は じめ て
， 人 間の 言 語 は 神 に た い し て 有効な もの と

な る 。
こ の 意 味 で 「言 は 肉体 とな り， わ た し た ち の うち に 宿 っ た 」 の で あ る 。

し た が っ て ， 人 間 の 言 語は ， 神の 主権性 あ る い は 恵 み に よ っ て は じ め て 保証 さ

れ る の で あ っ て ， 言 語 そ の もの に 意味や 力が ある とは い えな い の で ある 。 そ の

消 息が コ ・ソ ゲ ル の バ ル ト神学 を 分析 し た と きの 「啓示 の 言 語獲得」
13 ）

とい う主

張 に な り， また 「神 の 自己 解釈 と して の 啓示」
14）とい うバ ル ト神学 の 基 本的理 解

に な る の で ある 。 別 の 観点 か ら考え る と ， 宗教 的 言 語 に 関 し て ， 神 は ， 唯
一

の

行為 者 で あ り， 人 間 は ， た だ 無 力 な受領 者 に な る だ け で ある 。 した が っ て ， 宗

教 的意 味 が 言 語 に 受 肉す る とい うの は ， わ れ わ れ の 言 語 の 機能 が 創 造的 に され

る とい うの で は な く， 神の 主 権だ け に よ る の で あ る 。

　 さ て ， ブ ル ト マ ン の 神学 の 批 判 主 義 は ， 世界 を 閉 じ られ た 因 果 関 係 と し て 理

解す る カ ソ ト的 な 近 代 的世 界 観 を 前提 に し て ， 彼 が ， 新約聖 書 の 世界豫を 「非

神話化 」 し た と こ ろ に あ らわ れ て い る 。 こ の 近 代 的世 界観 は ま さ に 批 判主義 哲

学 の もた らす もの で あ る 。 そ して 非 神 話 化 の 課 題 は ， 新 約 聖 書 の 神 話的表 現 が

い わ ゆ る 客観 的 な 世 界 を 指 示 す る の で な く， 実存 論 的 な 主 体的 領 域 を 指示 す る

機能 を 果た し て い る こ との 解 明 で あ っ た 。 こ れ は
，

主 観的 領域 と客観 的 領域 の

分 離 で あ る 。 し か も ， そ の 作業 に お い て
， 言 語 は ， 指示 機能 を もつ だけ で

， 解

釈 され た 神 話 は ， 実 存論的領 域 を指 示 す る 。 つ ま り， 彼が 非神話 化 に よ っ て 新

約 聖 書 を再 解釈 し た 実存論 的 言 語は ， 神 と 自己 を 同時 に 指 示 す る 。 そ し て 啓 示

の 出来事 は ， ケ リ グ マ を とお し て 与 え られ る キ リス トに お ける 神 の 根源的啓示

行為 で あ る
エ5 ）

。 そ の 神 の 行為 に よ っ て ， 人 間 が 実存 に 招 か れ る 。 そ こ で ケ リ グ

マ の 宣 教 に お い て 再 現 され た 神 の 行為 が ， 人 間 と人 間の 言葉 を意味ある もの と

す る の で あ る 。 こ の 点 で ， 神 の 行為 が 人 間 の 言 語 の 意 味を 与 え る とい うこ と に
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な る 。 した が っ て
，

ブ ル トマ ン に お い て も， 人 間 の 言 語 そ の もの の 力 は 否 定 さ

れ ， 宗教 的 意味 は ， 人 間 の 言語 行為 に よ っ て 起 る と い うよ り， 神 話 の な か に 担

わ れ た 神 の 行 為 に よ っ て 起 る の で ある 。 彼 は
， 神話的世界像 と そ の 実存論的内

容を 切 り離 し ， それ を 解釈 し た 実存論的 言語だ け が指示 機能 を 発揮す る と考 え

る の で ある 。 した が っ て
， 彼 も， 言語を 自己 に よ っ て 創造 され る 生 の 形態 と は

考 え な い の で あ る
。

　 テ ィ リ ッ ヒ は ， 意識 的に 近代 人 の 批 判 主 義 を 克服 し よ うとし た が ， 彼 の 言 語

観 は ， や は り他 の 神学者 た ち と同 じ く批 判主 義的 で ある 。 彼 に よれ ぽ，　「象 徴

も神話 も」 指 示機能 を もち， 「理 性 とそ の 神 秘 の 深 み を指 し示 す」 もの で
16）

，

存在 の 根底を 指示す る 。 しか し ， そ れ らの 意味は ， 言 語 そ の もの か ら分 離 さ

れ ， 言 語 を 越 え て 指 示 さ れ た ， 存在 の 深み に あ る の で あ る 。 皮 肉 な こ と に
，

テ

ィ リ ヅ ヒ は
，

・ ミル ト ・ブ ル ト マ ン に 見 られ な い ほ ど， 象徴 と神話 に 理 解 を 示 し

な が ら ， そ れ ら は 重 要 な地 点 に さ しか か る と ， 非 神 話 的 ま た 非 象徴 的 な 表 現 で

あ る 究 極 的 実 在 に よ っ て 避 け られ る 。 神話 は
， 有限な 実存 の 堕落 した 状態 に は

必 要 で あ る が
， しか し本質的 に は 不 必 要 で ある 。 ま た あ ら ゆ る 象徴 は ， 神が存

在 そ れ 自身で あ る とい う 「非象徴 的 言 語 」 の うえ に 成 り立 っ て い る 。 し た が っ

て
， 神 的 内容 は ， 人 間 の 象徴 とい う言 語形 態 か ら分 離 され て い る の で ある 。 む

し ろ ，
テ ィ リ ッ ヒ に お い て ， 言 語は ， 深 み や 存在 の 根底 に た い し て 「透 明 （tras−

parent ）
17 ）

」 に な らな け れ ぽ な ら な い 。 ま さ に 言語 が 存 在 の 根 底 を指 示す る と

き， そ れ は 無 力 に な り， そ もそ も人 間 の 自己 も受け 身に な る 。 そ して 神 の み が

宗教 的 内容 を 決定す る の で あ る 。 そ の と き， 象徴的言 語は リ ア リテ ィ
ーを 形成

せ ず ， す で に 存在 し て い る深 み の 構 造 で あ る 神 的 ロ ゴ ス に た い し て 透 明 に な る

だ け で あ る 。 た しか に ， テ ィ リ ッ ヒ は ， 象徴が そ の 指 し示 す リ ア リテ ィ
ー に 参

与 し て い る と主 張す る が ， そ の 指 示 の と きに 人 間 の 自己 は きわ め て 受 け 身 に な

る 。 そ れ が 信 仰の 瞬 間 で あ る 。 信 仰 とは ， 人 間 の 行 為 とい うよ り， 「捕 らえ ら

れ て い る 状 態 （state 　of 　being　 grasped ）」 で あ り， 受 動 の 状 態 で あ る 。 そ こ に

お い て 自己 は た だ聖 霊 の 働 きの 受領者 で あ る
ユ8）

。 こ の よ うな 仕方 で
， 神 の 主 権

が 確保 され る が ， 宗 教 的 言 語 は ， た だ 指 示 機 能 と し て だ け働 き， 人 間 の 生 の 形
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態 と し て は 捕 らえ られ て い な い の で あ る 。

　さ て
，

ラ イ ソ ホ
ー ル ド ・ ニ ー バ ー に お い て も， 宗 教 的 言 語 は ， 指 示 機能 し か

持 っ て い な い 。 彼 に よれ ぽ ， 創造や 堕 落 や贖 罪 とい っ た キ リ ス ト教 の 神話や 象

徴 ll， 「深 み の 次元 」 を 指示 す る もの で 「わ れわ れ が見 る事 実や 経験 す る歴史

を 超 越 し て い る 意 味 の 源 泉 を 指 し 示 す こ とに よ っ て ， 生 の 事 実や 歴 史 の 過 程 を

照 らす 意 図や 力」
19 ）

を 持 っ て い る 。 し か し そ れ だ け で あ る 。 神話 や 象徴 は ， 超

越 な る もの を表 現す る が ， そ の 宗 教 的 意 味 は ， 人 間 の 言 語を 越 えて い る 。 彼 も，

宗 教 的 言 語 の 意味を 人 間 実存 の 限 界 の 外に お い て ， 神 の 主 権 を 確保 した 。
つ ま

り， 言 語 と意味を 分離 し た の で ある 。 言 語 は ， そ の 意味が それ を 越 え て い る と

い う点 で 無 力 で あ り， 人 間 の 自己 は 「自己 超 越 」 とい う特 徴 を 与 え られ て い る

に もか か わ らず ， 言 語行為 とい う意味 で は 無 力 で あ る 。 しか し ， 彼 は ， 神 の 言

語獲得 とい うよ うな 神学 的工 夫 を 凝 らす こ とな く，
カ ソ トの 英知 世界を 思わ せ

る よ うな仕 方 で ，
ア ガ ペ ー

の 理 念 は ， こ の 現 実 世界で は 不 可 能 で あ り， た だ 逆

説 的 に キ リス トの 十 字架に 表 わ され た だ けで ある と主 張 す る の で あ る 。
こ の よ

うな 意味 で ， ラ イ ソ ホ
ー ル ド ・ ニ ー

ノ
ミー も， 言 語 とそ の 超越 的意味 を 分け る点

で ， 批 判 主 義 の 特徴を 他 の 神 学 者 た ち と共 有 して い る とい え る の で あ る 。

　 B ． ポ ス ト批判 主 義の 哲学者た ち と の 対 話

　さ て
，

ニ ー バ ー は ， 自己 の 神 学を 形 成 す る た め に 学 際的 対話を か か さず 行 な

っ て きた 。 彼 は
，　 r近 代文 化 の 崩壊 と唯

…
神信 仰』 に お い て

， 近 代科学の もた

らす 科 学 的世 界 像 の 歪 み に つ い て 再 三 警 告 を 発 し た 。 そ の と き彼 が 引用 し た の

が マ イ ケ ル ・ ポ ラ ソ ニ ー で あ る 。
マ イ ケ ル ・ ポ ラ ソ ニ ー は ，　「発見 の 哲学」 を

主 唱 し た 哲 学 者 で あ る が ， 近 代史 を 眺 め て 二 つ の 顕 著 な 特 徴 を 知 っ た とい わ れ

る 。 そ れ は ， 自然科学 の 創 造的発展 で あ り， さ らに 社 会 的 お よび 道 徳的進歩を

求 め る 人 間 へ の 信頼 で あ る 。 彼 に よ る と ，
こ の 二 つ は 近 代史 の 双 子 で あ る が ，

青春期 に は 期 待 を抱か せ た が
， 成 人 す る と破 壊 の 力 とな っ た 。 科学的 技 術 は ，

か つ て よ り良 い 世 界 を形成 す る もの で あ っ た が ， 今や 破 壊 の た め の 武器 に な っ

た 。 ま た 科学 に も とつ く社 会 ， 政治哲学 は ， か つ て 封建制 か ら人 間 を解放 した
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が ， 今や 専制的な イ デ オ ロ ギ ー とな っ た 。 彼 に よれ ば
， 科学の 進 歩 と人 間中心

主義 の 結 合 は ， 暴 力 の 時 代 を も っ て 終 る の で あ る
20）

。 こ の 近 代史 の 皮 肉 の 原 因

は ， ポ ラ ソ ニ ー に よ る と， デ カ ル トの 徹底 的 懐疑 に あ る 。 デ カ ル トは ， 方 法 的

懐疑 に よ っ て
， 知 識 を 客 観 的 に 実証 で きる もの に 限 り， そ の 他 の 信 条 ， 信 頼 ，

参 与 ， 欲 望 ， 感 情 な どを そ れ らか ら分離 した 。 とこ ろ が ，
こ の 客観 的 実証主 義

は ， い わ ゆ る 科学 的 世界 像 と し て 人 間 に 幻 想 を与え ， 真実 な 意 味で の 人 格的生

を 無視 し て し ま っ た 。
こ れ に 対 し て ， ポ ラ ン ニ

ー は ， 多 くの 明瞭に 意 識 で きる

もの は ，
「暗黙 の 次元」に 支 え られ ， 科学も 「信頼すべ き基 礎（fiduciary　founda−

tion ）」 とい う人 格的生 に 根 ざして い る とい うの で あ る 。 そ れ が
， 信頼を 前提 に

した 知的 活動 とい わ れ る もの で ある 。

　 ニ ー バ ー もデ カ ル トに つ い て 記 し ， 「反 伝統主 義 の や り方 で あ り，
デ カ ル ト

な らび に 徹底 的経 験主 義 の や り方 に 見 る こ とが で きます 。
こ の 立 場 は ， 受け と

っ た 考 え を す べ て 疑 っ て か か り ， 出来事を 解 釈 す る た め の 新 し い 範 型 を 現在 の

瞬 間 に お い て 形成 し よ うとす る ， 徹底 的 な疑 い か ら始め ます 」 と叙 述 し ， し か

し人間の 人 格的 生 に た い して は 不適格 で ある と判断 す る 。 「わ れ わ れ が こ の や

り方を ， わ れ わ れ の 人 格お よ び 共同 体に 対す る 応答 に 適用 し よ うとす る場 合 に

は ，
こ の や り方 は ， 自己を 対 象 に ， 認識 し な い 認識 され る 者 に ， す なわ ち 解釈

しな い 反作用 者に 還 元 」
21）す る こ とに な る とい うの で あ る 。 しか も，

ニ ー バ ー

は ，
マ イ ケ ル ・ ポ ラ ン ニ ー が ， 科学の なか に 信 頼 の 要素 を受け入 れ た 点 に 注 目

す る 。

　　 マ イ ケ ル ・ポ ラ ン ニ
ー

は ， 科学 的知識 に 入 り込 む 人 格的 要素 を理 解す る努

　力の な か で
，

こ の 科学 的参与 の 意味を 理 解 し よ うと苦 闘 して い る 。 彼 は rrわ

　た し は 危 険に ま き こ まれ て い る に もか か わ らず ， 真 理 の 探 究 とわ た し の 発見

　 を 論 ず る こ と に 招か れ て い る 』 。 こ の 文 章 は ， わ た し の 〔信頼〕 の 計 画 を要

　約 し ， わ た し 自身が 抱い て い る 究 極 的 な 信 念を担 っ て い る 」 と い う
22）

。

　 ニ ー・一　
一 く一 は ， ポ ラ ン ニ

ー の 問 題 意識 を 次 の よ うな 要約 の 仕 方を し て い る 。
こ

れ は ，
い わ ば彼 が 試み て い た 「信仰の 現象学 」 を 構 築す る部 分 で ある 。

　　 し か し ， 科 学 に お け る 「信 頼 （fiduciary）」 の 要素 は ， さ らに 探 究 され な
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　けれ ば な らな い で あ ろ う。
こ うい っ た 問 題 の な か で ， 問 わ れ な け れ ば な ら な

　い の は ， 次 の よ うな 問 題 で あ る 。 わ た し た ちが 獲得 した り伝達 し よ うとす る

　知識 は ， な ん らか の 仕方 で ， 世界 の 本 質や 人 間の 運 命 に つ い て の 究 極 的 信念

　つ ま り大 な り小 な りの 宗教 的秩 序 に つ い て の 信念に 依存 し て い る の だ ろ う

　か
23 ）

o

　上 記 の 引用 の 最 後 は ， 疑問 形 で 終わ っ て い る が
， そ こ に 見 られ る 彼 の 意 図

は ， そ の 問い に 対す る肯定 で あ り， 人 間 の あ らゆ る活 動 の 背後 に 信 仰 とい う現

象 が あ る こ とを 指摘 した い の で あ る 。

　そ の 信 仰 の 現 象学 に 示 唆 を 与 え て くれ た の が メ ル ロ ・ ポ ン テ ィ
ー で あ る 。 そ

の 示 唆 に よ っ て 考 え られ た 信仰 と は ， 世 界 か ら孤 立 し た 信 仰 で は な く， 世 界 の

な か に あ り， 世 界 を 通 し て 表 現 され る 信 仰で あ る 。
メ ル ロ ・ポ ソ テ ィ

ー は ， 批

判 主 義の 主 観 ・ 客観の 対立 に た い し て
， わ れわ れ人 間が 世界 の 中で 身体的 に 存

在 し て い る こ とを 強調 す る 。 世 界 の 中 で 身体的 に 存在す る こ と は ， わ れ わ れ の

「知 覚の 背景 （background）」24）
に あ っ て

，
つ ね に わ れ わ れ の 認識 や 知 覚 に 暗 黙

の うち に 影 響を 与 え て い る の で あ る 。 し た が っ て
， わ れ わ れ が 世 界 を 経 験 す る

とい うの は ， そ の 背景 か らひ きだ し て くる 画 像 （figures） に よ る とい え る の で

あ る 。 しか し ，

ニ ー
・ “
’
　一一は ， 彼 の 神学を こ うい っ た 人 間 の 身体的 知覚に も とつ

い て 主 張 す る こ と は な い が ， 人 間が 身体 性 を も つ こ とを 非 常 に 配 慮 し て い る 。

人間は 世 界 に お い て 「身体 化 され た 自己」 で あ る 。 さ らに 彼が 神学者 と し て 強

調 す る の は ， そ の 身体化 され た 自己 に お け る 「固 有 の 自己 」 で あ る 。 そ の 文章

を見 て み よ う。 　「自己 の 応 答 は ， 肉体的存在 に お け る継 続 や ， 健 康 を与 え る 自

然 の 力 との 相互 作用 に 向か う， 自分 自身 の 運 動 に 鑑 み て
， よ り適切 で あ り， ま

た ， 自己 が ， そ こ に お い て 他者 と相 互 に 作用 す る生 物 学 的共 同体 に 鑑 み て
， よ

り適切 で あ りま し ょ う。 しか し なが ら， 生物学的 出来事に つ い て の
，

こ の 相互

作用 の うち の どれ一 つ と して ， こ の 身体 の 中 に ， ま た こ の 身体 とと もに あ る の

は 私 で あ り， 私が こ の 身 体を も っ て い る の で あ り，
こ れ が 私 の 身体 で あ る ， と

い う事実に 触れ て い る もの で は あ りませ ん 」
25》

。
こ の 文 章 に あ る ，

「私 が こ の 身

体を も っ て い る 」 と言 え る の は ， 身体的自己 で は な く， 人格的生に い きて い る
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固有 の 自己 で あ る 。 し か し ， 彼 は ， そ れ を 極 力 ， 身 体 と 分離 し な い で 表現 し よ

うと し て い る
26）

。

　さ ら に ニ ー バ ー は ， あ ま り存 在 の 前景 とか 背景 とい う言 葉 は 使 わ な い が ， 信

仰 とは ， わ れ わ れ の あ らゆ る 関係の 背景（background）で あ る とい う。 それ は ，

信 仰を 孤 立 し た 形 態 で 語 る の で は な く， あ らゆ る 現象 の 奥 に あ る す べ て の もの

とか か わ る世界 で あ る と理 解 し た か ら で ある 。 こ れ は ，
メ ル ロ ・ポ ン テ ィ

ー
に

ヒ ソ トを 得た 言 語表 現 で あ る 。

　　わ た し た ち に 対す る 「神 の 約束 」 は ，
ア ブ ラ ハ ム とそ の 子孫 に 与 え られ た

　言 葉 と して 限定 す る必 要 は な い
。 そ れ は ， 人 格的 存 在 が 実 存 に 目覚 め る 意義

　と輝 きの 感 覚を 示 し て い る 。 実存 の 背景 の 中 に （in　the　background　of 　exis −

　tence）， 子供 の 記 憶 で あ ろ うが ， 他 の 存在の なか で 聞 い た プ ラ ト ン 的回 想で

　あ ろ うが ， 内 な る声 の 響 きで あ ろ うが ， そ の 存 在 と全 て の 存在が 意図 して い

　る 栄 光 に 満 ち た 光 輝 で 鮮や か で 喜 び 満た され た 感 覚 が あ る 。

… … 生 の 約 束

　は ， わ た しに 対す る とい うよ り， 存在 に 対す る栄 光 と輝 きの 約束で あ り，
こ

　の 存在 の 世界 の
一

部 で あ るわ た し に 対す る もの で もあ る
27 ）

。

　 こ の よ うに ニ
ーバ ー に は ，

メ ル ロ ・ ポ ン テ ィ
ー

に 刺激 を 与え られ た 「実存 の

背景」 と い う表現が あ る が ， そ の 意味合 い は ， 両者 に お い て 微妙 に 異 な っ て い

る 。
メ ル ロ ・ポ ソ テ ィ

ー は ， 身体的 存在 と他 の あ り方 に 不 可 避的 な 関係が あ る

こ とを 示 す た め ， 知覚 の 経験主 義的 理論 と観念論 的理 論 に 対決 し た が ，
ニ ー バ

ー は ， 実存の 背景 とい う表 現の な か に 「人間 実存 の 秘義を こ えた 秘義 」 で あ る

「究極 的な 環境 （circumambiency ）」
28） つ ま り 究 極 的 背 景 に お け る 宗 教 的 生 の

形態を 探 究 し た の で あ る 。 そ の 究極 的環 境を ， 創造 的 に 表 現す る もの が メ タ フ

ァ
ー で あ り， 神話 で あ り， 神学的言 語 の 課 題 で あ っ た 。

　 そ の 神 学的 言語に 力を 与 えて くれ た の が ウ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン で あ る 。 ウ ィ

トゲ ソ シ ュ タ イ ソ は ，　 「言 い 表 わ せ な い もの （私 に と っ て 秘 め られ て い る と思

わ れ ， 表現 で きな い も の ） が … … 私 の 語 る こ とに 意味を 与 えて くれ る背景 とな

っ て い る の だ」
29》 と論 じる こ とが で きた 言語 哲 学者 で あ る 。

ニ ー バ ー
は ， 論理

実 証主 義者 で ある エ イ ヤ ー に 言及す る こ とが あ っ た 。 こ の 論理 実証主 義者 に と
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っ て
， 明 晰判 明 に 表現 で きず検証 原 理 に 耐 え な い も の は ， す べ て 無 意 味で あ

り ， な ん らの 価値 も有 し て い な い
。

エ イ ヤ ー は 「形 而上 学 的 で あ る とい うこ と

は ， 真で も偽 で もな く， 文 字 どお り無 意 味で あ る とい うこ とで あ る 。

… … と り

わ け ， 非 経験 的 な 価 値 の 世 界 が 存 在 す る とか ， 人 間 は 不 滅 の 霊 魂 を も っ て い る

とか ， 超越的 な 神が存在 す る とい うこ と は ， 有意味な か た ちで 述 べ る こ とは で

きな い ， と い う こ と で あ る 。 」
3°）

と い っ て い る 。 と こ ろ が ・ 同 じ言 語 に 関心 を も

っ た ウ ィ トゲ ソ シ ュ タ イ ソ は ， 全 く違 っ た 態 度を も っ て い た 。 上 に 引用 した よ

うに ， ウ ィ トゲ
』
γ シ ュ タ イ ン は ， 「表 現 で き な い も の 」 が 言 語 に 意味 を 与 え る

「背景 」 で あ る と考 え て い る の で あ る 。 彼は ， 信仰 と神 に つ い て い くつ か の 言

葉 を 残 し て い る 。 そ れ は ， 検証 原理 に よ っ て 判 断 す る の で は な く・ 実存 の 背 景

に あ る 人 格的 生 で あ り， 自己 の 変 革経 験 で あ る 。 「宗 教 の 信 仰 と は
… … ひ と っ

の 生 ぎ方 ， ひ とつ の 生 の 判 断 の 仕 方 な の で あ る 。 そ うい う見方 を情熱的 に 引 き

受け る こ とな の だ 。」
31） 「神 を 信 じる とは ・ 生 の 意義 に 関す る 問い を 理 解す る こ

と で あ る 。 神 を信 じ る とは ， 世界 の 事実 に よ っ て 問 題 が 片付 くわ け で は な い こ

とを 見 て 取 る こ と で あ る 」
32 ）

。 さ ら に ， 彼 は ， 人 生 が 耐 え難 くな っ た 時 ・ わ れ

わ れ は 周囲 の 状況が 変 化す る こ とを期 待す る が ，

一 番効果的 な こ とは 「自分自

身 の 態 度 を 変 え る こ と」 で あ る と言 い ・ 彼 に と っ て ・ キ リ ス ト教 は 次 の よ うな

仕 方 で 存在 す る 。
「キ リス ト教 の 場 合 ， わ れ わ れ は 何か に 心 を 搦 ま え られ ・ 方

向転 換 し な けれ ばな らな い 。
・・… ・

方向転換 し た な ら， そ の ま ま の 方 向を 取 り続

け な け れ ば な らな い 」
SS ）

。
ニ ー バ ー は ， 晩 年 に ウ ィ ト ゲ ン シ ュ タ ィ ン に 非 常 に

関 心 を も っ て い た 。 しか し ， 彼 は ， 人 間 の 日常 言 語が そ の ま え で 沈 黙 しっ っ 尊

重 し た もの を ， さ ら に 積極的 に 象徴 あ る い は メ タ フ ァ
ー と し て 表現 し よ うと し

た の で あ る 。

　 ニ
ー バ ー が そ の 人間の 世 界 経 験 の 背景 に あ る 究 極 的 環境を 引 き出す 言語 活 動

を 遂 行 す る の に 勇気 を 与 え た の が カ ッ シ ー
ラ

ー で あ っ た 。
エ ル ン ス ト ・ ヵ ッ シ

ー ラ ー は ，
『象徴 の 哲学 』 を 著わ した こ とで 有 名 で あ るが ， 言 語 に つ い て 次 の

よ うに 考 えて い る 。　「概念言語 と並 ん で ， 情 動 言語が あ り， 論 理 的 ま た は 科 学

的 言 語 と並 ん で ， 詩 的 想像 の 言 語が あ る 」 。 そ し て 彼 は ， 概 念的 言 語 よ り， 情
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動的 言語を 優先 す る 。 「一 次的に は ， 言語 は 思想 また は 観念を 表現せ ず ， 感 情

お よ び 愛 情 を表現す る もの で ある」
34）

。 そ の 人 間 の 本来 の 生 を 表現す る の が 象

徴 とい うわ け で
， 彼 は ， 人 間 を animal 　synbolicum と定 義 した 。 カ ッ シ ー

ラ
ー

に よ れ ば ， こ の 象徴 を あや つ る 人 間 こ そ が
， 現状を 克服 し て 新 し い 世界を 造 っ

て い くの で あ る 。 「シ ン ボ ル 思 考 こ そ ， 人 間の 自然 の 慣 性 を 克服 し て ， 人 間 に

あた ら し い 能力 ， 人 間的 宇宙 を 不 断 に 再 建す る 能力 を 与 え る もの で あ る」
S5 ）

。

し た が っ て ， 象微 言 語 は ， 人 間 の 世 界 経 験を 変革す る の で あ る 。 そ の うえ ， 彼

は ，
い ま で も神話 の 世界が現代人 に と っ て 意味を も っ て お り， 「も との 力 を 失

わ ず存 続 し て い る 」 とす る 。 カ ッ シ ー
ラ

ー
は ， 神話 に 積極的意味 を見 つ け て ，

次 の よ うに 言 う。 そ れ は 神話 の 定 義 とな っ て い る 。　「神話の 世界 は 劇的 な世界

で あ る
一

行為 の 世界 で あ り， 力 の 世界 で あ り， 相闘 う勢力 の 世 界 で あ る 」 と

定義 し て い る 。

　 行 為 の 世界 を あつ か うキ リス ト教 倫理 学者 と し て ニ ー バ ー は ，
こ の カ ッ シ ー

ラ ー に 刺激を 受けた に ちが い ない 。 彼 は ，
r責任 を負 う自己 』 に お い て ， 人 間

の 究極 的環境に か か わ る 死 の 神 話学 と生 の 神話 学 を 語 っ て い る 。 そ れ は ま た 後

ほ どあ つ か お う。 しか も ， 彼 は ， イ エ ス ・ キ リス トを 象 徴形 態 と し て 表現 す る

の で あ る 。

　 ニ ー バ ー
は ， ま ず象徴形態 と い う考 え方が ， 心 理 学者 に よ っ て 提示 され た と

い う。 しか し ， そ れ 以上 に 貢献 し て い る の が カ ッ シ ー ラ ー で あ る とい う。 　「そ

れ は
，

エ ル ン ス ト ・ カ ッ シ ー ラ ーが 展 開 した 象徴形態の 哲 学 に よ っ て 説 得 的 に

提示 され ， 詳細に 例証 され た 」
Se）

。 さ らに
， 芸 術史家の ゴ ム ブ リ ッ ク の い う人

間 の 現 実 を反 映す る 「絵画 的 表象 」 を 指摘 し ， 古典 学 者 の ア ウ エ ル バ
ッ

ハ が ギ

リ シ ャ の 叙事詩 の 象徴 形 態 と聖 書の 世 界 の 象徴 形 態 の 違 い を 指摘 し て い る こ と

を 紹介 し て ， い よ い よ宗教 を 論 じる と こ ろ に 来 て
，

ニ
ー バ ー

は ， 人 間 の 世 界 経

験 の 背景を 示 す 「究極的環境」 とい う用 語 を もちい
， さ らに それ を 「根幹的 メ

タ フ ァ
ー

」 に よ っ て 表現 され る もの と言 い 直 す の で あ る 。 そ し て ， 彼 は ， イ エ

ス ・ キ リス トを 根幹的 メ タ フ ァ
ー と し て ， 究 極 的 環境を 表現 し ， そ こ に 働 く存

在 の 力を 衷現 し
， そ れ に 応答 して 人間が行為者 と して どの よ うに 自己形成 をす
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る か を 表現 で きる もの と考 え る の で あ る 。 「イ エ ス ・キ リス トとは
，

キ リス ト

老 が ， そ れ な し に は ，

… … そ の す べ て の 関係 に お い て 関係 し て い る究 極的環境

を もは や 想像 す る こ と も， 知 る こ と も， 信 ず る こ と もで きな い 象徴的 な 人 物 の

こ とで あ ります 。

… … ま た イ エ ス ・ キ リ ス ト とは ，
キ リス ト者 が ， 自己 の 生 と

あ らゆ る 被造物 に つ い て の 深 み に お い て 働 く と こ ろ の ， 究極 的精神を それ に よ

っ て 了解 しあ る い は 理 解す る 象徴的人物 の こ とで あ ります 。

… … イ エ ス ・ キ リ

ス ト は ま た ， それ に よ っ て 自己 が 自 らを理 解す る と こ ろ の ， そ し て ま た ， それ

に 助け られ て
， 自己 が 自 らの 行 為 と受 容 と に お い て 自己 自身を 導 ぎ形 成 す る と

こ ろ の ， 象徴 的形態 で あ ります 。 」
37）

　2。　 ニ ー バ ー 神 学 に お け る言 語 と神話

　以上 で ， わ れ わ れ は ，
ニ ー パ ー神 学 が ポ ス ト批 判主 義 の 思 想 に ふ れ なが ら ，

同 時 代 の 神学 者 の な か に あ っ て
， 独 自の 神学 形 成 を し た こ とを 確 認 した 。 そ こ

で あ らた め て
， 彼が 神 学 的 巡 礼 を記 した 文 章 に あ る 「再 象 徴化 」 の 主 張 を 引用

して み よ う。 彼は
， 次 の よ うな 脈絡 で そ れ を 言 っ て い る 。

　　わ れ わ れ の 古 い 言葉 は ， 使い 古 さ れ て し ま っ て い る 。 す な わ ち ， そ れ らは ，

　神 の 前 に お け る わ れ わ れ の 実存 の リ ア リ テ ィ
ー

を 把 握 す る こ と も ， 伝達 す る

　 こ と もで きな い きま り文 句 に な っ て し ま っ た の で あ る 。 再 解釈は 充分 で は な

　い
。 正 確 に い え ぽ 「神 の 言 」 「贖 罪」 「受 肉 」 「義認 」 「恩寵 」　「永遠 の 生命」

　な ど の 伝統的用 語の 再 解釈 は ， ひ とび とが 他 の 時 代 に こ れ ら の 象徴 に よ っ て

　 ふ れ て きた ， 人 格 的 生 とい う直接 性 に お け る 現実 との 関係 を 指 し示 す よ うに

　な る ま で 不 可 能で あ る 。 わ た し は ，　 （宗 教 改革 ，
ピ ュ

ー リ タ ン 運動 ， 大覚醒

　運 動 の 新 しい 言 葉 の よ うに
，

フ ラ ン シ ス コ 会 や 社 会 的福音 の 人 々 の 象 徴 的 行

　為 の よ うに ）意味深 い 言葉 と象徴 的行為 の なか に ，
こ の 再 象徴化が どの よ う

　 に し て 到 来 す る の か を 知 らな い 。 わ た し は ， 聖霊 に 信 頼 し ， ま た あの 言 葉 や

　行為が 到来す る こ とを 信 じて い る
38）

。

　 彼 は ，　 「受肉」 な ど の 言葉が 人 格的 生 に お け る現実 との 関係 を 指 し示 せ る よ

うに な る な ら使 用 で き る が ， そ れ は も う使 い 古 され て い る の で ， そ の 現 実 に 直
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接 ふ れ ， それ を 創造 的 に 表 現す る 力 を 失 っ て い る の で は な い か
， とい うの で あ

る 。 した が っ て ， 彼 は ， そ の 現実を直接 また 創造的 に 表現 で きる　「再 象徴 化」

が 必 要 で あ る と判 断 す る の で あ る 。 上 の 文 章 に あ る 「人 格的 生 とい う直 接 性 に

お け る 現実 との 関係」とい う句 に ある 「現実」は 「ア ク チ ャ リテ ィ
ー一

　（actuality ）」

で あ る が ， そ れ を ，
ニ ーバ ー は ， 特 別 な 意味を こ め て 記 し て い る 。 そ れ は ， 上

記 の 文 章 で も理 解 で きる が ， な ん とか 神 学 に お い て 神 の 前 に お け る実存 の リ ア

リテ ィ
ーつ ま り 「実存 の 背景」 に ある 「究極的環境 」 を 指 し示 そ うと して い る

言葉 で ある 。 神学 とは ， ま さに 神の P ゴ ス の 学 問 で あ る が ， た だ 神 に つ い て の

説 明 を 試 み よ う とす る の で は な く， そ の 神 の 現実を ロ ゴ ス に よ っ て 現在 の 現 実

と し て 創造的 に 表 現 す る試 み で ある 。 彼が こ の 「ア ク チ ャ リテ ィ
ー

」 を 神学 の

きわ め て 重 要 な 表 現 と し て 用 い て い る の に
， 同 じ時 期 の 他 の 文 章 が あ る 。 そ れ

を調 べ て み る と ， な お
一

層 明瞭 な意 図が 分か る よ うに な る 。

　そ れ は ， 『責任を 負 う 自己 』 に お さ め られ た 「メ タ フ ァ
ー

と し て の キ リス ト

論」
39）

を実 験 的 に 論 じ る 文 章の
， 福音書 の イ エ ス の 終 末 論 に 関連 した 部 分 で あ

る 。 彼は ， イ エ ス の 終末論 は 次 の こ と を意 味 し て い る と い う。

　　人 間 が ， 創造的か つ 破壊 的 な 出来事 と出会 い な が ら も，
い ま は ほ ん の か す

　か に しか 知 覚 し ， 理 解 し て い な い と こ ろ の 万 物 に お け る 神 の 支配 ， す な わ ち ，

　神 の 行 為 は ， 結局 さ い ご に は ， は っ き り と顕 わ され る で あ りま し ょ う。 し か し

　な が ら，終わ りに な っ て 明 らか に な る もの は 何 も新 し い もの で は あ りま せ ん 。

　何 か 新 しい もの と は ， い まや 来 た りつ つ あ る と こ ろ の 緊急 事態 （emergency ）

　な の で あ ります 。 現在 の 現 実 （actuality ） とは 緊急 に な る こ と で あ り ます 。

　そ の 支 配 が ， い ま は 隠 され て い る が ， の ち に 顕 わ に な る で あろ う と こ ろ の 神

　 は ， そ の あ らゆ る 隠れ に もか か わ らず ， い ま ， 支 配 し て い 給 うの で あ ります 。

　実現 され た 終末 論 とは 実現 され た 神学な の で あ ります
40 ）

。

　 こ れ は ， イ エ ス の 終末論を 彼 が 解 釈 し て い る と こ ろ で あ る が ， 自分 の 神学 に

つ い て も語 っ て い る とい っ て よ い 。
つ ま り 「実現 され た 終末論 と は 実現 され た

神学」 で ある と い っ て い る か らで あ る 。 別 の 言葉 で い え ぽ ， 神 の 支 配 と神 の 行

為を 現在 の 現実 と し て 生 き生 き と創造 的 に 表現す る の が 神学 の 課題で あ る ， と
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い う こ と で あ る 。 し た が っ て ， 神 学 の 課 題 は ， わ れ わ れ が 傍観者 と し て で な く，

「何が 起 こ りつ つ あ る か 」 と問 う応答者 と し て 対処 せ ざ る を え な い よ うに ， 現

在 の 現実を 緊 急 事態 （emergency ） と し て 生 き生 きと表 現す る こ とで あ る 。
つ

ま り， 現在 の 歴 史 的 出来事 に お い て 神 の 行 為 と神 の 支 配 を 生 き生 き と語 る こ と

で あ る 。 神 学が ， そ の 現実を 緊 急事 態 と し て 創造的 に 表 現 で きた な ら ， 次 の よ

うな象 徴 的 行 為を 引 き起 こ せ る よ うに な る と い うの で あ る 。 そ れ は ， 実存 の 背

景 に あ る 究 極的環 境 で あ る 「神 の 支 配 と神 の 行 為 」 を 実存的 に 受け とめ るわ た

した ち の 応 答の 行為で あ る 。 先の 「実現 され た 神学」 とい う文章の 直後 に は ，

彼 が 「イ エ ス の エ ー
ト ス 」 と し て 要 約 し た応 答 の 倫理 が で て くる 。 す で に イ エ

ス が 現実を 神の 行為 に よ る緊 急事態 と して 受 け取 っ た こ と も語 っ て い る 。 こ れ

は ，
ニ

ーパ ー の 応答 の 倫 理 と し て 引用 さ れ る 典型 的 な 文 章 で あ る 。

　　イ エ ス は ， 自己 に 対 す る あ らゆ る 行為を ， 神 の 創 造 の ， 統 治 の ， そ して ま

　 た 救 い の 行 為 の し る し と し て 解釈 し ， 自己 の 対す る 行為 に 対 して は ， 神 の 行

　為 に 応答す る ご と くに 応答 され る とい うふ うに 要約で きる か と思 い ます 。 イ

　 エ ス は ， 神の 行為 に ふ さ わ し い 行為 を な し ， そ の 応答 に た い し て 無限 の 応 答

　を 期 待 され る の で あ ります 。

41）

　い ず れ に して も，
こ れ で

， 彼が 「再象徴化」 に よ っ て
， 現 在の 現実を 「緊急

事 態 」 と し て 創 造的 に 表 現す る 言 語 を 求め て い た こ とが 分 か る で あ ろ う。 しか

も ， そ れ は ， イ エ ス ・ キ リ ス トを 「根幹 的 メ タ フ ァ
ー

」 と し て ， キ リス ト教信

仰 を 再 構築 す る こ と で あ る 。

　 A 　 宗教 的言 語

　 それ で は ，
こ の よ うな神学の 使用す る 言語 に 対 す る繊細 な感覚は ， 彼の 『啓

示 の 意 味』 に お い て も見 られ る で あ ろ うか 。 い や ， そ もそ も 『啓示 の 意味 』 と

い う彼 の 神 学 の きわ め て 方 法論 的な 叙述に は ， 神学が 使用す る 言 語 に 対す る繊

細 な 感 覚が 満 ち て い た 。 彼 は ， す で に ， そ の 時代か ら 「宗教 的 生 の 形 態」 に 対

し て どの よ うな 言語を用 い るべ きか を真剣 に 考 え て い た ， とい っ て よい 。 しか

も， 宗教 的 生 の 形 態 は ，

一 般論 や 普 遍 的枠組で 把 握 で きる も の で な く， そ の 宗

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

　 一 150　一一

教 独自の 言 語活動か ら把握 す べ きで あ る こ とを ， 彼 は 見抜 い て い た 。
こ うい っ

た 宗 教 的 言語 の 特徴 の 把握 が ， そ の 後の 彼の 神学形成 の 源 とな っ て い っ た の で

あ る 。 「そ の よ うな 神学 は普 遍 的 な宗教 の 言 語 の 文法 を示す こ とは で き な い

が
， 個別的 な宗教 的 言語 の 文 法 を示 す こ と は で きる 。 それ に よ り， そ の 言 語 を

用 い る人 々 が 互 い に 考え る と こ ろ を正 し く伝達し あい
， 言 葉が 指示 して い る 現

実 を あや ま りな くと らえ る こ とが 可能 とな る で あ ろ う。
こ の 神学 は ， す べ て の

宗 教 に 応 用 可能な方法を あみ だ そ うとは せ ず ， そ の 神学の 視点 が 妥 当性 を もつ

特定の 信仰 に 応 用 され る 方法 を あ み だ そ う とす る 」
42）

。
こ の よ うに ， 彼 は ，

「宗

教 的 生 の 形 態」 の 特徴 に ふ さわ しい 「宗教 的 言語 の 文 法」 に た い し て 繊細な 感

覚 を も っ て ， 神 学 し つ づ け た の で あ る 。 以上 の 引用 は ， そ の 宗教独 自の 言 語 ゲ

ー ム と し て 神学 を 主張 す る ウ ィ トゲ ン シ ュ タ ィ ン の 立 場 と共 通 し て い る 。 し か

し ， ど うし て ， 彼が こ の よ うに 早 くか ら宗教的言語 に 敏感 で あ っ た の で あ ろ う

か 。 そ れ は ， 彼が こ の 段 階で ，
バ ー ト ラ ソ ド ・ ラ ッ セ ル や エ イ ヤ ー の キ リス ト

教 信仰 の 批 判を 取 り上 げ ， そ れ に 対 し て 答 え よ う と し て い た か らで あ る 。 そ れ

に して も， 彼が 1941年に 宗教的言 語の 文法 に つ い て 検 討 して い た の は 鋭い 洞 察

力を 持 っ て い た とい え る 。 そ れ 故 ， 彼 は そ の 神 学成 熟期 に
， そ れ ま で の 神学

を ， 新 し い 象徴 論 か ら見 直 し ， 書 き直 し た い と考 え て い た の で あ る 。
ニ ー バ ー

の 1960年 の 「神 学 と言 語 」 とい うセ ミ ナ ー に 参加 し た L ・ヘ ドメ イ カ ー は ， 次

の よ うに ， そ の 事実を証言 し て い る 。

　　 し た が っ て ，
ニ

ー バ ーが （1960年 の ） 神 学 と言語の セ ミ ナ
ーで 指摘 し た よ

　 うに ， キ リス ト教共 同体 は ， そ の 出会 っ た 現実の 解 釈 に イ エ ス ・キ リパ トの

　象徴的範型を適用すべ きで ある 。 そ の 指摘 に よ っ て
， 彼は 率直に r啓示 の 意

　 味』 の 問題 を 言 い 直 し た 。 さ ら に rキ リス ト と文化 』 で さ え 今 日の 言 語の 立

　 場か ら記 され る べ きで ある とい っ た
43 ）

。

　 お そ ら く，
ニ

ーバ ー は ， 初 め は ， 慎 重 に 神学 と言語 の 関係を 考 え て い た の で

あ ろ うが
，

50年代 の 後半か ら積極的 に 宗教 的言 語 の 文 法 に 関わ っ て い っ た と思

わ れ る 。 1960年 の セ ミ ナ ー で ， そ れ まで の 自分の 神学を 「言直 し」 た り， 書 き

直 した い と告 自 した の は ， 成 熟 し た 方法か ら見 る と， 宗教的 言 語の 文法 に 着 目
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し て い た と は い え 『啓示 の 意味』 の 時 期 の 方 法論 に は 不 満足 で あ っ た か らで あ

ろ う。 そ れ で は ， そ の 反 省 材 料 と は 何 で あ ろ う。 そ れ は ， 『啓 示 の 意 味 』 の 方

法論 に 「批判 主 義 の 傾 向」 が 見 られ る か らで あ る 。 そ こ で ， そ の 点 を r啓示 の

意 味』 の 方 法 論 と彼 の 死 後 出版 で あ る r責任 を 負 う 自己 』 の 方法 論 を比 較 し て

把 握 し よ う 。

　 こ こ で ， 簡 潔 に ， 彼 の 著 作 を 振 り返 っ て お こ う。 彼 の 処 女 作 の rア メ リ カ 型

の ＃ リス ト教 』 は ， ア メ リ カ の 教 会 史 を 社 会 学 的 に 考 察 し た もの で あ る 。
こ れ

は ， 信仰 の 歴 史 に い か に 社 会 的 要 因 が 影 響 を 与 え た か を 問 う書 物 で あ っ た 。 さ

て ，
い わ ゆ る 神 学 的 自己 形 成 の 後 ， 彼 は ， 『ア メ リ カ に お け る 神 の 国』（1937 年 ）

に お い て ， ア メ リ カ の キ リ ス ト教史 の 信仰 的 潮流 を 三 つ の モ チ
ー フ に 分け ， 植

民 地 時 代 か ら二 十 世 紀に 至 る ま で の 宗教 的生 の 形態 に 反映 し た 神 の 国 の 「神 の

支 配」 「キ リス トの 国」 「地 上 に 到 来す る神 の 国 」 と し て ， 歴史神学的方法に よ

っ て 分 析 し た 。 そ の 後 に
， 彼 は ， r啓 示 の 意 味 』 （1941 年） に お い て ， 「内的 歴

史 」 と 「外的歴 史」 とい う区別 に よ っ て 自己 と世界 と神の か か わ りの 仕 方 を ［II

つ に 分 け た 。 しか し ， こ の 段 階 で は ， 宗教的 言 語 と して の 神 話 や メ タ フ ァ
ー の

意義 を 明確 に し え ず ， ま た 内的歴 史 と外的歴 史 が メ タ フ ァ
ー の 性 格を 持 っ て い

る こ とに 気付い て い な か っ た 。 さ らに rキ リス ト と文化』 （1951年）に お い て
，

彼 は ，
キ リ ス ト と文 化 の か か わ りに 関 連 し て ， 五 つ の 歴 史 的形 態 を 論 じた 。 そ

の 場 合 の 方法 は 「類型 論 」 で あ っ た 。 しか し ， 注 目す べ き点 は ， 彼が そ の 書物

全 体 を 「歴 史 的 生 の 豊 か さ の な か に あ る 形 態を 分析 す る 」 努 力で あ り，
「神話

の な か に ロ ゴ ス を 求 め ， 歴 史 の なか に 理 性 を 求 め ， 実存 の な か に 本質を 求め

る 」
44 ）

努 力 で あ る とい っ て い る点 で あ る 。 そ れ が ま さに メ タ フ ァ
ーを 用 い る 動

機 とな っ て くる の で あ る 。 『教 会 の 目的 と職務』 （1956年 ） に お い て
，

「牧会的

デ ィ レ ク タ ー 」 と い う 「伝 道 に お い て 緊 急 発生 （emerging ） し て い る 新 し い 概

念」
45 ）

を 発見 し た 。 こ の 書物 は ， 50年 代 の 混 沌 と し た 神学 教 育 を 調 査 し て ， 新

しい 宗教 的 言 語 を 発 見 し て ， 当時 の 神 学教 育 と牧会 に 新 し い 現実を 生 み 出 そ う

と し た 努力 で あ る 。 さ ら に r近 代文 化 の 崩 壊 と 唯
一

神 信 仰』 （1960年） に お い

て
， 彼は

，
五 つ の 信仰 の 隠喩 的形 態を 文 化 の な か に 解 明 した 。 そ れ ら は ， 多 く
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の 価値 の 中心 を 持 っ て い る 「多 神 教」， 有限 な 閉 鎖的 社会 の 中 の 「単 一 神 教」，

世 界 と分離 し た 神を 主 張 す る 「超 自然 主 義」， 超 自然 的 神 を 否 定 しつ つ 何 か に

価 値 の 中心 を 持 っ て い る 「無 神論」 ， さ らに 存在 と価 値 の 原理 で あ る 多 者 を こ

えた 唯
一

者を 信 じ る 「徹底的 信仰」 で ある 。
こ の 徹底 的信 仰が ， 彼 の 実 存の 背

景 に ある 究極的環境を 発見す る信 仰 に ちが い な い
。

　さて
，

こ の よ うに 彼 の 神学 は ， 次第 に ， 成 熟 して きた の で あ るが ， r啓示 の

意 味』 と 『責任 を負 う自己 』 との 神学 的方 法 論の ち が い に 焦 点 を あわ せ る た

め
，

こ の 両 方の 著 作 に お け る 「神 話」 とい う宗教的 言 語の 使用 法を 比 較 し て み

た い 。 そ の こ とに よ っ て ， 彼 が ど の よ うに 近 代 の 批 判 主 義 を 克 服 し て い っ た か

が 明瞭に な る で あろ う。

　 B　神話の 評価 と再 評 価

　彼 は ，　 『啓示 の 意 味』 に お い て 「神 話」 とい う言語 を 「否定的 な 意味」 で 用

い て い る 。 それ は ， 人 格的生 に 対 し て 不 適切 で あ り， また 外 的 世界 に 虚偽を も

た らし て し ま う言語使用 で ある 。 しか し， r責 任 を負 う自己 』 に お い て ， 「神話」

は ， 「積極 的な 意味 」 を与 え られ る 。 そ れ は ， あ る 歴 史 を 自己 の 過 去 と現在 と

未 来を 理 解す る た め に 用 い る と きに 名 づ け る もの で あ る 。
こ の 神話 の 評価 と位

置 づ け の 変 化 に ， 彼 の 自覚的 な批 判 主 義 の 克服 が 象徴 され て い る 。

　は じめ
，

ニ ー バ ー は ， 神話が 想像力 に よ る 内的 幻 想 で あ り， 理 性 の 対 象に す

る 外的 事 実 に 対立 す る もの で あ る とい う立 場に た っ て 考 え た 。 「こ うし た 区別

の 結果 ， 内 的生 の 物語を詩的 な 性格 の もの
， 空 想 の 産 物 と考 え て し ま うこ とに

な る 。 そ し て そ れ を 神話 と呼 び ， わ れわ れ が 外的事件の 理 性的観察者 と して 持

っ て い る と信 じ て い る ， 事 実 に つ い て の よ り正 確 な 知識 と対 比 させ る こ とに な

る 。 そ こ で ， キ リス ト教 は ， 自己 と価 値 と持 続 す る時 間 とを 扱 う真 の 意 味 で の

詩 と して だけ で な く， 詩 的 許容や 虚 構 を 用 い る こ とを 許す とい うよ うな誤 っ た

意 味 で の 詩 と し て も分類 され て し ま う。 」
46）こ の 場 合 の 「神話」 と は ， 空 想 の 産

物 で あ る 。 しか し ， 彼 は ， す ぐに 想像力 と理 性 とい う二 元 論 を否定 して 次 の よ

うに 言 う。 「こ の よ うに
，

理 性 と想像 力 とを異 な っ た 領域 へ それ ぞれ割 り当て
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る こ と は 二 重 に 誤 っ て い る 。 な ぜ な ら， 外 的 世 界 に つ い て の 知 識 で も 想 像 力を

利 用 しな けれ ぽ な らず ， 内的歴史 の 解釈 に 当 た っ て も理 性な し に は す ま な い か

ら で あ る 。 理 性 と想像 力 とは そ れ ぞれ の 領域 で 必 要 と され る の で あ る」
47）

。
こ

の よ うな 慎重 な叙述 の なか で ， 彼 は ， 自己 と世界に つ い て の 内的 理 解 に も想像

力が 必 要 で あ り， さ らに 外 的世 界 の 理 解 に も想 像力 が 必 要 で あ る こ とを 指 摘 し

て ， 自然 科 学 に お い て も心 象 （image） の 役割 が あ る こ とを 主 張 し た 。

　し か し ， 彼が 「神話 」 とい う場 合 は ， 客観 的世 界に た い して 人 格的心 象を あ

て は め よ うとす る あや ま っ た 適 用 の こ とを 意味す る 。 「こ の 領域に お い て わ れ

わ れ の 用 い る 心 象は 人 格的 な もの と考 え られ る 。 こ こ で は 非 人 格的な概念に よ

っ て は もの を 考 え る こ とは で きな い
。 機械を わ れ わ れ の 模 型 とす る こ と も， 数

学 公 式 を 模 型 とす る こ と もで きな い
。 た と い 外的 知識 に お い て は 人 格の 心 象 を

決 し て 用 い な い よ うに 訓 練 さ れ た と し て も ， 魂 の 感動 を 解釈す る と きに は 概 念

に 代 えて 主 体 を 用 い る こ と は 不 可 避 で あ る 。 想像力 の こ の 用 い 方 は 神 話 とは 違

っ て い る 。 神話 とは 客観 的知識 に つ い て 人 格 の 心 象を 用 い る もの で あ っ て
， そ

こ で は 常 に 虚偽が あ り， 外的 な 目標 に つ い て 成就 し よ うの ない 期待 を か もし だ

し ， 妥 当性 を 欠 く行 為 に 導 くの で あ る 。 」
48 ）

。
つ ま り， 科学 的 な 外的 世界 に た い

し て 誤 っ て 人格的 心 象を あて は め る こ とが 神話 で ある 。 もち ろ ん ，
こ の よ うな

神 話 の 拒否 の 背 景 に は ，

ニ ーバ ー が カ ン ト的二 元 論 を もち い て い る 事 実 が あ

る 。 彼 は ， リ ア リテ ィ
ー

へ の 接 近 を二 つ に 分 け ，

一
方 を 主 体的 ， 実践的 ， 道徳

的 な 自己 の 知識 とい う人 格の 世 界 と し ， 他方 を 客観的， 理 論 的 ， 科学 的 な 外的

世 界 の 知 識 とす る 。 し か し ， 彼 は ， そ の 両 者 に 神話 の は い りこ む 余地 は な い と

い う。 人 格的 な世界 に た い し て 神 話が 適切 か とい う と ， そ うで は ない 。 彼 は ，

そ こ に 人 間 の 実存 を 照 明す る 啓 示 を 主 張 す る の で あ る 。 し た が っ て 啓 示 と神 話

は 対立 す る もの で あ る 。 こ こ に ，
ブ ル ト マ ン と同 じ， 非神話化 の 意図が 見 られ

る 。 彼 に よ る と ， こ の 分 け られ た 二 つ の 世 界を 誤 っ た 仕 方 で 結 び 付 け よ うと す

る 努力を 神話 とい うの で あ る 。
つ ま り， そ れ は

， 人 格 的 な 心 象を 客観的 世界 に

あ て は め よ うとす る 過 ち で あ る 。

　 し か し，
r責任 を 負 う自己』 に お け る 神話 学 （The 　 mythologica1 ） の 位 置 付
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け は ， 主 体的 ， 実践 的 な も の で あ る だ け で な く ま た 客観的 ， 理 論 的 な もの で も

な く， 第三 の ポ ス ト批 判 的 な る もの で あ る 。 こ の 神 話 は ， 自己 に た い し て 外的

な世 界を表 現す る が ， そ れ は た ん に 客観 的な もの で もない
。 また 人 格 的世 界を

表現す る もの で ある が ， しか しそ れ もた ん に 主 観 的な もの で も な い 。 20年前

に ， カ ン ト的 な二 元 論 で ，
ニ

ー バ ー
は ， 外的 認識 を 非 人格 的 で あ り， 内的 認識

を 人 格的 で あ る と定義 して
， 外的 に 認識す る 者 あ る い は 認識 され る者 は ，

い ず

れ に して も非 人 格的な 場 合 に は 距離を もつ 傍観者 で あ り， また 主 体的 に 参加す

る 場 合に は 人格的存在 に な る と考え た 。 しか し ， 後期 に は ， 人 格 的 で あ る こ と

は ， 単 な る 主観 的 とい うわ け で もな い 。 事物 に 対 し て も自己 に 対 し て も知 る 者

が そ の 認識 に 参 与 して い る か ぎ り， 人 格的生 は 内的 な認識 に も， 外的 な認 識 に

も現 わ れ る の で あ る 。 神話学は ， 外的認識 に 対立す る もの で もな く， 内的 認識

に 対立 す る も の で もな く， む し ろ 両 者 に か か わ る第 三 の もの で あ る 。
こ の よ う

な仕方 で ， 人 格的な もの と神話 学 とが 新 し く 「ポ ス ト批判主 義」 に よ っ て 結合

され た の で あ る 。 後期 に
， 彼 は ， 以前 に は な か っ た こ とで あ るが

， 人 格的 な る

もの が理 論的 な もの と区別 され ， また 実践的 な もの と も区別 され た の で あ る 。

以 前 は ， 人 格的 な もの と実践 的 な もの は む し ろ 同一 視 され て い た 。 そ こ で
， ま

ず後 期の 人 格 的 な もの を r近 代文 化 の 崩 壊 と唯
一

神信 仰』 の なか で ， 検討 し て

み よ う。 そ れ に は こ うあ る 。

　 まず ， 彼 は ， 人 格 的 な もの （the 　personai） を 理 論 的 な推 論 と区 別 す る 。
「も

し， わ れ わ れ が理 性的 か つ 合理 的に 考 え語 り， 理 性 か ら理 性 へ と動 くな ら ， わ れ

わ れ は 『わ れ 』 と 『な ん じ』 とい う人 称の 使用 を 捨 て るか らで あ る 。

… … わ れ

わ れ は ， それ らに つ い て の 経験や 思考を ， 非人 格的 な 象徴 に よ っ て 統
一

し よ う

とす る 。 そ の な か で も ， 数学 的象徴 は ， も っ と も非 人 格的 で
， 整然 と し て お り，

処 理 可能 で あ りまた
一一

貫 して い る」。 次 に ， 彼 は ， こ の 人 格的な もの を ， 実践

的推論 とも区別 す る 。 そ れ は ， 次 の よ うな仕 方 で あ る 。 「も し ， われ わ れ が 道

徳 的存在 老 と し て ， 実践 的 に 考 え る な ら ， わ れ わ れ は ， 具 体 化す べ き理 想 ， 従

うぺ き法 則 ， あが め られ選 ば れ る べ き 抽 象的価 値を 取 り扱 うこ とに な る 」
49）

。

つ ま りこ の 文 で ， 彼 は ， 実践的推 論 に お い て も， 非人格的象徴 が選 ぼれ る こ と
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が あ る こ と を 指 摘 し て ， 伝 統 的 神 学 に もそ の 問題 が あ る こ とを 続 け て 注 意 す

る 。
「わ れ わ れ が 神学 者 と し て 考 える 場 合 ， わ れ わ れ は ， 神観 念 ， 信 仰 の 形 式 ，

魂の 意 見， 救い の 理 論 を定義 し よ うとす る 」 危険を持 っ て い る とい う。 そ こ に

古 び た 概 念 が 生 れ て し ま うの で あ る 。 そ れ で は ， 人 格的 な もの を ， 彼は どの よ

うに 言 っ て い る で あ ろ うか 。 そ れ ば ，
「自己 の 主 体 性 よ り重要 な もの で あ る」

と 彼は 言 う。
つ ま り， そ れ は ， あ らゆ る 人 間 の 活動 の 根底 に ある ， 存在 に 対す る

信 頼 と 忠誠 で あ り， また 人格 と人 格 の 間 に は た ら く間人 格 的真 理 に か か わ る も

の で あ る 。 そ こ に 神話 の 再評価 が で て くる 。 「こ の よ うな 道具 を使 用す る よ う

に 方向づ け られ た 理 性 に た い して
， 指 示 の 究極 的 用語 と し て の 人格 的 な 名称 を

用 い る 言語 や 思考の な か に ば ， な に か し らア ニ ミス テ ィ ッ ク で 論理 以前 の 神話

的 な も の が あ る 」
5°）

。 こ こ で ， 彼 は ， 人 格的 な もの と ， そ れ を 表現す る 言 語 と

し て の 神 話学 を 主 張 し て い る 。 まず ， 人 格的な もの は ， 宗教に お い て も， 政 治

学 に お い て も ， 自然 科学 に お い て も ， そ の 認識 者 の 根 底 に 含 ま れ て い る もの で

あ る 。 　「こ の 領 域 で わ れ わ れ が 直面 し て い る 問題 は ， 客観 的真理 と 主 観 的 真理

の 区別 で は な く， ま た 普遍 的真理 とわ た し に と っ て の 真理 の 区別 で もな い 」
51 ）

。

それ は ， 究 極 的環境 に お い て い きい きと生 きる 人格 的 生 で あ る 。

　以上 の よ うに 考え られ た 神話学 は ， もは や 人 格的心 象を非 人格 的世 界 に 誤 っ

て 適 用 し た もの とい う消極 的 な も の で は な い
。 む し ろ ， あ らゆ る 人 間 の 活動 に

か か わ る積 極的 な もの と な っ て い る 。 わ た し た ち が 世 界で どの よ うに 生 ぎて い

る か を 認 識 す る の は ， わ た し た ち の 歴史 的 実存 の 神話 に よ り「メ タ ヒ ス ト リ ー
」

に よ る 。 『責任を 負 う自己 』 に お い て ば ， 神 話が さ らに 明 解 に 定 義 され て くる 。

「わ れ わ れ の 精神の 深 み に は 神話す な わ ち メ タ ヒ ス ト リ ー とい う解 釈学 的範 型

が あ り， そ の な か に お い て
， わ れ わ れ の 歴史 と伝 記の すべ て が 演 じ られ て お り

ます」
52 ）

。 さ らに
， きわ め て 簡潔 に また 濃密 な文章 で 次 の よ うに 語 られ て い る 。

こ の 「メ タ ヒ ス ト リ ー
」 と は ， 歴史 の 出来 事で あ りな が ら ， 他 の 歴 史 の 解 釈 の

基 礎 に な る よ うな歴 史 で あ る 。

　　 こ うした や り方 で キ リ ス ト像 お よ び キ リ ス 5物 語 の 象徴 的 な 機 能 を 主 張す

　る こ とは ， キ リ ス トの 像 お よ び 物語 の 歴史 的 現 実 の 問 い を避 け る こ と で は あ
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　 りま せ ん 。 なぜ な ら， 歴 史 は ， 人 間が 自己 の 現在お よ び 未来 を理 解す る た め

　に 使 う （あ る い は な りゆ き上 そ の 歴史そ れ 自体 に お い て それ を使わ ざ る を え

　な い よ うに な る ） と きに は ， 神話 と し て あ る い は 象徴 と して 働 くだ ろ うか ら

　で あ ります 。 われ わ れ が ， わ れわ れ の 現在を ， わ れ わ れ の 過去の 所 産 と して

　とい うよ りむ し ろ ， 過去 に お い て 本質的 に 啓示 され た もの とし て 把握す る な

　らば ， 歴 史 的説 明 は ど う して も象徴的 に な ります 。 そ れ は ， 単 に こ うい う場

　合が あ っ た とい うこ とに つ い て の 叙述 で は あ りませ ん
53）

。

　彼 は ，
こ の よ うな現 実 の 歴史 が 神 話的 機能 また メ タ ヒ ス ト リ ー の 機能を 果た

す 例 と し て ， 世 俗史 か ら ア メ リ カ の 南北 戦 争 を 引 き出 し ， さ ら に キ リス ト教史

に と っ て の イ エ ス ・キ リス トに つ い て 語 っ て い る 。

　　キ リス ト者 た ち に よ っ て イ エ ス の 物語か ら 引 き出 さ れ ， か つ 彼 らに よ っ

　て ， そ の 叙 述 的言 語 に お い て だ け で な く ， 彼 ら の 理解 ， 評価 ， お よび 決 断に

　 よ っ て も取 り入 れ られ た 比喩的表現 （the 　emagery ） の 多様 さ と 豊 か さ とを

　適切 に 叙述す る と い うこ とは 不 可 能で あ ります 。 幼子 の 価値 と運 命 を キ リス

　 トの 飼 い 葉桶 と十字架 の イ メ ー ジ の 助 けを か りて認識す る こ とか ら，
キ リス

　 ト と と も に 死 ぬ こ と と し て 死 を受 け入 れ る こ とや ， キ リス トの そ れ と同 じ く

　死 に よ っ て も征 服 され る こ との な い 存在 の 特質を発見す る こ とや ， 神 の 子 と

　 し て の 宇 宙 に お け る 人 間 の 位 置 お よび 責任性 に つ い て 理 解 す る こ と に い た る

　 ま で ， 福 音書 の もつ 象徴 は ， あ らゆ る 評価 ， 行 為 ， お よび 苦難 に お い て キ リ

　 ス ト者 の 意識 を 浸 た し て お ります
54）

。

　 上 記 の 引 用文 は ， 神 話 の 役割 が い くつ か の レ ベ ル と 内容 に お い て 積極 的 に 語

られ て い る 。 そ の 要点 は ， 幼 子 の 理 解 を進 め る 「心 理 的 な 役 割 」 さ らに 死 や存

在 の 特質 に か か わ る 「存 在 論的 役割 」 また 宇 宙 に お け る 位置 に か か わ る 「宇宙

論 的 役割 」 また 歴史 と社 会 に 責任 を もつ 「社 会 学 的 役割 」 で あ る 。 こ うい っ た

『責任を負 う自己 』 に お け る神話学 は ， 人 格 的 な もの に つ い て 語 る メ タ ヒ ス ト

リ ー で あ っ た 。 さ ら に
，

こ の よ うな イ エ ス ・キ リ ス トの 出来 事を メ タ ヒ ス ト リ

ー
と し て 理 解 す る と， わ た し た ち の 世界 に お け る 実存 の あ り方 が 「死 の 神話学」

か ら変革 され ， 復活 の メ タ フ ァ
ー に よ る 生 の 再解釈が 与 え られ る の で ある 。 そ
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れ は ， 防御 的 倫 理 か らの 解放 で あ り， 生 命 の 倫 理 と開 か れ た 未 来 へ の 倫理 に な

る メ タ ノ イ ア の 経験 とな る の で ある 。

　3． 歴 史 の メ タ フ ァ
ー と 神の 行 為

　さて
， わ れ わ れ は ，

ニ
ー バ ーが ， キ リ ス ト教 信 仰 の 再 象徴 化 に お い て

，
ポ ス

ト批 判主義 の 立 場か ら， 新 し く神 話学を 語 ろ うとし て い た こ とを 見 た 。 そ れ で

は ， 彼 が 「内 的 歴 史 」 と 「外 的歴 史」 と 分 けて 論 じた r啓示 の 意 味 』 は どの よ

うな 意味を も っ た 神 学的 叙述 で あ っ た の で あろ うか 。 あ らた め て ， 彼の 意図を

さ ぐ り， そ の 成 熟 し た 神学思想 と どの よ うに 連続 して い た か を 考 え て み た い
。

　 A ． 歴 史 の メ タ フ ァ
ー

　彼が 歴史 と信 仰の 問題 に ふ れ て 神学 を始 め た と き， 彼 は ， 歴史的 相対 主 義の

問 題に 直面 した 。 そ れ は ， 彼 に 次 の よ うな 問 い を 引 き起 こ し た 。 もし ， 歴 史が

相 対 的 で あ る とす る な ら ， ば た し て 歴 史 ぽ 啓 示 を 意 味 で きる の だ ろ うか 。
こ れ

は
， 歴史的 相対主 義 と同時 に 歴 史 的世 界 の 断 片 化 と実存の 分裂 の 問題 で もあ っ

た 。
こ の 問 題 に 対す る 彼 の 解 答が ，　 「内的 歴史 」 と 「外的歴 史 」 の 区別 で あ っ

た 。 こ の 区 別 に よ っ て
， 客観的 な 観察か ら理 解 され た 有限 な 要素は ，　 「外的 歴

史 」 に 帰属す る こ とに な り， 啓示 は
， 人 格的参与 を と もな っ た 「内的歴 史」 に

帰 属す る よ うに な っ た 。 前者 は ， 傍 観者 に よ る歴史 で あ り， 安 全 な 距離を も っ

て 外側か ら眺 め られ た 出来 事の 単 な る 経 緯 で あ る 。 そ れ に 対 し て
， 後者 は ，

「わ れ わ れ の 歴史 ， 自己 の 歴史 ， あ る い は 経験 され 内側か ら理 解 さ れ た 歴史」
55）

で あ る 。 こ うい っ た ニ ー バ ー
の 「外 的 歴 史 」 と 「内的 歴史」の 区 別 に つ い て は ，

い くつ も議論 が な され て い る 。
こ こ で ， 彼 の 歴史 の 二 分 法 に つ い て の さ ま ざ ま

な 評価 を論 じる い と ま もな い が
， 彼 の 意 図 の 重 要 な 側面 を 明確 に 理 解す る方 法

だ けを 示 し て お こ う。

　彼 が ，　 「外的 歴史 」 に 入 れ た の は ，
い わ ゆ る キ リス ト教 信 仰 の 還 元 主 義 的 解

釈 で あ る 。 それ に 対 し て ， 「内的歴 史」 は ， 自己 の 歴 史 で あ り， わ れわ れ の 社

会 的 実存を 照 ら し 出す イ エ ス ・キ リス トの 啓示 の お こ る場 で あ る 。 さ ら に
， 内
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的 歴 史 は ， 人 格 的 生 の 場 で あ る だ け で な く， 啓 示 の メ タ フ ァ
ーを 用 い る こ と に

よ っ て
， 新 しい 世界 を創造 す る 言 語の 世 界に もな っ て い る 。 そ れ は ， イ エ ス ・

キ リス トの 出来 事 と い う啓 示 に よ っ て 照 ら し 出 され た 「新 し い 共 有 され た 世 界」

で あ る 。 彼 は ， そ れ を 教会 の 内側に だ け 限る もの で は な く， もち ろ ん そ の 世 界

の 認識 と行為 は ， 教会 に 焦点 を持 っ て は い る が ， さ らに 広 い 神 の 国 とい う 「共

有 され た 世界 」 を 語 りた か っ た の で あ る 。

　先ず ， 彼 は ， 内的歴 史 に お け る社 会 的 実存 に つ い て 次 の よ うに 言 う。　 「内的

歴 史 に お い て は ， 社 会 は 自己 の 共 同体 で ある 。 そ こ で は わ れ わ れ は 他 の 自己 の

間 で 生 きる だ けで な く， 他 の 自己が われ わ れ の うち に 生き， わ れ わ れ が 他の 自

己 の うち に 生 きる 。 」
56）つ ま り， そ こ で は ， 他 者 の 痛 み が 自分 の 痛 み とな り ， 抗

争が 起 こ れ ば ， そ れ が 自分 の 抗争 と平 和 の 課 題 に な る よ うな共 同体で あ る 。 さ

らに ， 共 有 され た 世 界 に 参 加す る こ と に つ い て ， 彼 は 「わ れ わ れ の 歴 史 に お い

て は 交わ りは 共 同体を 意味 し ， 自然 とい う共 通 の 世界 を 共 有す る の と同 じ く，

共 通の 記憶 ， 共 通 の 希 望 へ の 個 々 の 生 きた 自己 の 参 与を 意味す る
57 ）

」 とい う。

こ こ に 「共 有 され た 世 界 」 が 表 現 され て い る 。
こ こ で ， 言 っ て い る の は ， お れ

わ れ が造 り主 に よ っ て 与 え られ た 自然界 を 共 有 し て い る よ うに ， こ の よ うな 内

的歴 史 に お い て も ， 自己 は r共 有 され た 世界」 に 参加 す る 者 と な る とい うこ と

で ある 。

　彼 は ，
イ エ ス ・キ リ ス トに お け る啓 示 に よ っ て 3 過 去が 共 有 した 世 界 に な る

こ とを 次の よ うに 言 っ て い る 。 「イ エ ス ・ キ リ ス トは 人類 の 歴 史全 体を わ れわ

れ の 歴 史 とす る人 で あ る 。 い まや わ れ わ れ に 縁 の な い もの は 何 もな い 。 すべ て

の 苦 悩 ， 光 りへ の 模索 ， 諸民族 の 流浪 ， あ ら ゆ る地 方 の 人 々 の 罪は ， 彼を 通 し

て わ れ わ れ の 過 去 の
一

部 とな る 。 わ れ わ れ は そ の す べ て を ， わ れわ れ の 共 同 体

の なか で
，

ま た 共 同 体 に 対 し て 起 こ っ た こ と と し て 記憶 し な けれ ぽ な らな い
。

キ リス トを 通 し て わ れ わ れ は 全 世界 に 広 が る 神 の 国 の 移 民 とな り， そ の 国 の 歴

史を ，
つ ま り， あ ら＠ る 時 代 の あ らゆ る地域 の 歴 史 を ， わ れ わ れ の 歴 史 と し て

記憶 し なけれ ぽ な らな い こ とを知 る の で ある」
58）

。
こ こ で ， 彼は ， 全 世界 を「共

有 され た 世 界 」 に し た い とい う意欲 を 見 せ て お り ， そ れ が 神 の 国 の メ タ フ ァ
ー
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で あ る こ と も告 白 し て い る 。

　さ ら に ， 彼 は ， 啓 示 が 現在 の 状 況 に 対 し て 与 え る 新 し い 「共有され た 世界」

に つ い て も語 る 。
こ の 『啓 示 の 意 味』 が 記 され た の は ， 第二 次世 界 大戦 の 最 中

で あ る こ と ， ま た 彼が 雑 誌論文 で 戦争 と神 の 支配 に つ い て の 論文を 発 表 し た

り ， 読 者 の 質 問 を 受 け た り し て い た 時 期 で あ る こ と を 念 頭 に 置 い て 読 む べ きで

あ ろ う。 以下 の 引用 で は ，
ま さ に イ エ ス ・ キ リス トが ， 晩 年 の 言 語で 言 え ぽ ，

根幹 的 メ タ フ ァ
ー

と し て 用 い られ て い る 。

　　キ リス トの 十字架 を 通 し て ， わ れ わ れ は 現在の 状 況 の 新 し い 理 解 を 得 る の

　で あ る 。

… …
も ろ もろ の 行 為や 他 か ら受 け た こ と な どが有意義 な 行 為 と し

　て ， 自己 が もは や 中心 的位 置 を 占 め な い 全 体 的 な 構 図を つ く りな お す よ うに

　組 み 立 て られ は じめ る の で あ る 。 わ れ わ れ は い ま や 今 日の 生 の 悲 劇 を ， 壮 大

　な 神 の 支 配 の 意 図 に そ っ て ， 行 為 か ら 行 為 へ と道 徳 的 必 然 性 を も っ て 継 起 す

　 る ， 連続 的 ， 統一 的 な 事柄 と し て 悟 り始 め る の で あ る 。

… … な に よ りも まず

　第
一

に ， わ れ わ れ の 現 在 を 解 釈 す る た め に ， わ れ わ れ は キ リス ト の 生 と死 を

　た とえ話 と し て
， ま た 比喩 とし て 用 い る 。

… … し か し 鏡を 通 し て 見 る よ うに

　 お ぼ ろ げ に
， 今 日 の わ れわ れ の 生 の 混 乱 の な か に ， キ リ ス トの 業 の よ うに ，

　 ノ、 と神 の 偉大 な る 苦 悩 に よ っ て 救 い の 業 が進行す る範型 を か い ま見 る で あろ

　 う。 わ れ わ れ が 今何 を な し つ つ あ る か ， ま た 何 が な され つ つ あ る の か は
一

　 つ ま り ， 永遠 の 犠牲 の 無 限 の 苦 し み に よ っ て わ れ わ れ が い か に 断罪 され ， 同

　時 に ど の よ うに 赦 され て い るか ， どの よ うに 無限の 忠 誠 が わ れ わ れ を 悪 に た

　 い し て も虚 無 に た い し て もわ た そ う とせ ず ， わ れ わ れ が 慨嘆 した くな る よ う

　 な ね ぽ りを も っ て わ れ わ れ の 救 い の た め に 働 い て お られ る か を 学 び 知 る の で

　 あ る
59 ）

。

　 こ れ は ， イ エ ス ・ キ リス トの 十字架 の 苦 悩 に よ る救い を メ タ フ ァ
ー と し て

，

今 の 時 を 解 釈 し よ うとす る 神 学 的表現 で あ る 。 さ らに ，
こ の 共 有 さ れ た 世 界

は ， 未来を も含む こ と に な る 。 啓示 の 出来事が わ れ わ れ に 与 え る の は ， 復活 の

メ タ フ ァ
ー で あ る 。 そ の も う

一
つ の 可能性 は ，

キ リ ス ト者 自身の 内 部 とい う よ

り も ， イ エ ス ・キ リス トの 出来 事 が創造的に わ れわ れ に 与 え る 可能性 で あ る 。
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「そ れ は 歴 史 的 事 件 の な か に み ずか らを 生 と死 の 主 と し て 啓示 で きる 人 格 に 可

能な こ と で あ る 。 それ は 新 しい 自己 ， 別 の 自己 の 復活 ， 新 しい 共 同体 ， 再 生 し

た 残 れ る 者 と い う復活 の 可 能 性 で あ る 」
6°）

。
こ こ で ， イ エ ス ・キ リス トは ， 歴

史 の なか で み ず か らを 生 と死 の 主 と し て 表わ す 人 格 とし て 考 え られ て い る 。

　 ニ ーバ ー の 意 図 は ， こ の よ うな 根幹的 メ タ フ ァ
ー で あ る イ エ ス ・ キ リス トを

中 心 に し て
， 世 界 を 共 有す る 共 同体 を 呼 び 起 こ した か っ た の で あ る 。 彼 に よれ

ぽ ， こ の よ うな共 有 され た 世界 に 生 きる こ とに よ っ て は じめ て ， 断片 化 され た

世 界 と分 裂 し た 実存 に 癒 し が 与 え られ ， そ の 魂 も変革 され る の で あ る 。 こ の 共

有 され た 世界 に 生 きる こ と に よ っ て
， 自分 自身 を取 り戻 す の が社 会 的実存で あ

る 。 「過 去 の こ とす べ て ，
つ ま り現在の こ とす べ て を 記 憶す る と い うこ と は 自

己 の 統
一

を 達成 す る こ とで あ る 。 人 類 の 過 去 を わ れ わ れ の 過去 とす る とい う こ

とは 人 類 との 共 同体 を 達成す る とい うこ とで あ る 。 記憶 の そ の よ うな変 革 は 魂

の 回 心 の 重 要 で 不 可欠 の 部 分 で ある 。 個 人 的， 社会 的過去の 統合 な しに は 現在

の 自己 の 統合 も人類 の 兄弟的和合 とい っ た もの もあ りえ な い 」
61）

。

　 さ て ， 彼 は ，
こ の よ うに 自己 と世界を あ らた に 理 解 す る根 幹 的 メ タ フ ァ

ー と

し て イ エ ス ・ キ リス トの 歴史 的 事件 を 用 い た が ， そ の 啓 示 を 彼 は ， や は り 「緊

急 事態 」 と し て 表現 し て い る 。 次の よ うに 言 っ て い る。 「緊急事態 に 直面 し て ，

人 は それ まで 隠 し て きた こ とを あ らわ に す る よ うな行動 を と る か も し れ な い 。

そ の よ うな 啓示 的瞬間 を 通 して ， 彼 の 友人 は ， そ れ ま で よ く理 解 で きな か っ た

過 去 の 行 動 を理 解 し ， そ の 啓 示 者 の 未 来 の 行 動 を予 想す る こ とが で きる よ うに

な る 。 し か し啓示 の 瞬 間 は 以 前に は 隠 され て い た ， 行 動 の 不 変 の 特 徴 を あ らわ

す だ け で は な い 。 それ は人 々 の 間 に 新 し い 関 係を 導入 し た こ とに な り， そ れ は

彼 らの 歴 史 に お け る類 の な い 瞬 間 で あ り続 け る こ とに な る 」
62）

。 もち ろ ん ，
こ

こ で ニ ー バ ーが 言 っ て い る の は 「神 の 自己」 とわ れ われ の 「人 格的 自己」 の 対

話 で あ る が ， そ の 対 話 が
， 啓示 の 時 とい う緊 急事態 に よ っ て ， 両 者 の 関 係 を 明

瞭 に し ， さ らに 新 し い 関係 に し た の で あ る 。 とい うこ とは ， 啓 示 を 自己 の 視点

と し て 受け 入 れ る 神学 は ， 世界 の 現実を 緊急事態 と し て
， 神 と自己 とい う人格

的生 を 「共 有す る 世界 」 と し て 語 る 使 命 を もつ の で あ る 。 また 神 学 は そ の た め
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の 言 語 活動 をす る と い うこ とで あ ろ う。

　 しか し ， こ の 『啓 示 の 意味』 の 段 階 で
，

ニ
ー バ ー

神学 は ， す で に マ イ ケ ル ・

ポ ラ ソ ニ ー の ポ ス ト批判 主 義 哲学 に 並 行 し た 暗黙の 次元を 指摘 す る 部分 が あ る

と同 時 に ， まだ カ ソ ト的 二 元 論 も共 存 して い た 。 そ の 点を 指摘 し よ う。 先 ず 第

一一1− ， 彼 は 自然 科 学 に お い て も信 仰 の 次 元 が あ る こ とを 指 摘 し た こ と を 確 認 し

て お こ う。 彼 は そ れ を サ ン タ ヤ ナ の 言葉 で あ る 「動物的信 仰 （anirnal 　faith）」

と表現 して い る 。 　「実証 科学が そ の 研 究 す る 対 象の 実在性 に 対 す る動 物的信 仰

に よ っ て ， ま た 印 象 的 経 験 に 対す る 疑 い を 経験 の 核 の 客 観 性 に 対す る確 信に よ

っ て 補 強 しつ つ 作業 を進 め る 」
63 ）

。 「信 頼可 能 な 外 的 世 界 に 対す る 動物 的 信仰 な

くし て は ， わ れわ れ は 文字 どお り身体 を もつ 老 と して 生 きる こ とは で きな い 。

… …
客観的現実 に 対 す る 動物 的信 仰 の 必 要性 ば すべ て 経験 に 先 行 し て い る」

64 ）
。

これ ら は ， 徹底 的懐疑 主 義 が 成 り立 た な い こ とを指摘 し ， 自然 科学 に お い て も

信 頼 さ る べ き共 有 され た 世 界 が 暗 黙 の うち に 前 提 され て い る こ と を 指摘す る 文

章で ある 。
つ ま り彼 は ， 外的世界 の 認識 に も信仰が 必 要で あ る こ と を 指 摘 した

か っ た の で あ る 。 し た が っ て
， 彼 が 内的歴 史 と外的 歴史 を 区別 し た だ け で 満足

し ， そ れ だ け で 歴 史 の 問 題が 解決 し た とす る の で は な く， さ ら に 両 老の 関係 を

探究 した の は 理 由の な い こ とで は な い 。 『啓示 の 意味』 に お い て もす で に 次 の

よ うに 主 張 し て い た 。 　 「歴 史 の 二 局面 理 論 は 肉体 と 精 神 と い う二 局 面 理 論 と 同

様 ，

… … 二 元 性 に お け る統
一

性の 問題， 統
一

性 に お け る二 元性 の 問 題を 解決 し

な い こ と は 明 らか で あ る 。 」
65 ）

。 し た が っ て ， 彼が カ ン ト的 二 元論 を 克服 し ， さ

らに ポ ス ト批 判 主 義 の 世 界 に 向か っ て い た こ と ば 確 か で あ る 。

　 そ し て ，
こ の 二 元論を 克服 す る 意 図を 「ソ フ ト ・パ ー ス ペ ク テ ィ ビ ズ ム 」 と

名 づ け る 場 合 もあ る
66 ）

。 こ の 歴 史 二 元 論 を 克 服 す る 道 は ， 理 論 的 で あ る よ り

も， 実 践 的 な解 決法 で あ る と ， 彼 は 言 っ て い る 。 第一 に ， それ は ， 信仰共 同体

の 外か らの キ リ ス ト教 に 対す る 批 判 を 神 の 裁 き と し て 認 識す る 「悔 い 改 め の 機

会 」
67 ）

とす る 道 で あ る 。 例 え ば ，
フ

ォ イ エ ル バ ッ
ハ の 宗 教 批判 に つ い て そ う考

え る べ きで あ る とい っ て い る 。
こ れ は ， 歴 史学 に よ る客 観 的認識 と い う よ り，

「イ デ オ ロ ギ
ー

的 外 」 か らの 認識 とい うべ きで あ っ て
， そ の 批 判者 に と っ て そ
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の 立 場 は 批 判者 の 「内的 歴 史 」 で は な い か とい う疑 問 が 出 され る 。 第 二 に
， 内

的 歴 史 と外 的 歴 史 の 克 服 は ， キ リ ス ト教 信 仰 の 共 同体が 信 じ て い る 神が 「普 遍

的神」 また 「す べ て の 出来事の 創造者」
6S ）

で あ る こ とか ら ， 世界 に お け る 出 来

事す べ て に 神 の 自己 を 見 る 勇気 を 与 え られ る こ と に よ っ て お こ る 。 しか し ， こ

の 議論 も ， 歴 史学に よ る客観的認識 と い う よ り， 外 的歴 史 と し て 問 題 に な っ て

い る の は ， 信仰共 同体 の 外 の 歴 史 で あ る 。 し た が っ て ， こ の 問 題 は ， キ リ ス ト

教 の 歴 史 と世界史 の 関連 で あ ろ う。 キ リ ス ト教 の 信 仰共 同 体 は ， 世 界 史 を 記 す

視点 を 普 遍的神 の 啓示 が 起 こ る 内的 歴史の 中に 持 っ て い る とい うこ とで あ る 。

こ れ は ， ま さ に 啓 示 に よ っ て 与 え られ る 「共 有 され た 世 界 」 の 成 立 の こ とで あ

ろ う。 こ の よ うに 考 え て み る と，
ニ

ー一　
・ 9　・一の こ の 段 階 で の ポ ス ト批判 主 義 の 主

張 は ， 未整理 の ま ま で あ っ た とい え る 。

　 さ ら に
， 内的歴史 それ 自身 に つ い て も，

カ ソ ト的批判主 義 が残 っ て い る とい

え る 。 そ れ は
， 彼が 神 の 啓示 を 述 べ る と きに

， 認 識 者 と被認 識 者 の 二 元 論 に よ

っ て 表現 し て い た か らで ある 。
つ ま り， 神 が認識す る 者 で あ っ て ， 人 間 は 認識

さ れ る 老 で あ る 。 「歴史 に お け る 神 の 啓 示 は ，

… … 自己 の 啓示 で あ る 。 神 を 知

る とい うこ と は 神 に 知 られ る とい うこ と で あ っ て
， した が っ て 神 の 眼 に 映 っ た

自己 を 知 る と い うこ と で ある 」
69）

。 こ こ で ， 認識す る の は
一

方 的 に 神 で あ っ て ，

わ れ わ れ 人 間 は 受動的に 認識 され る だ け で あ る 。 「啓 示 とは ， それ に よ っ て わ

れ わ れ が 初 め か ら終 りま で 知 られ て い る 者 で ある こ とを 自覚す る ， わ れ わ れ の

歴史 に お ける 契機を 意味 し ， ま た わ れ わ れ が 認識者 に よ っ て と らえ られ る 契機

を 意 味す る 。
つ ま りそ れ は か の 永遠 な る 認 識 者 の 自己 顕 示 を 意 味す る の で あ

る 。 」 さ らに ， 彼 は ， 価値 論 の 言 語 に よ っ て
， 啓示 の 出来事の 意味 を 語 る が

，

それ も価値判断す る神 と され る 人 間 とい う批判主義 の 用 語に よ っ て 主 張す る 。

「啓 示 と は ， わ れ わ れ を 価 値 判 断 す る 者 と し て で は な く， 価値 判 断 さ れ る 者 で

あ る こ とを見 い だ す こ と
，

また わ れ わ れ の 価値観 の す べ て が 普遍 的 な 価値判断

者 の 活動 に よ っ て 変革 さ れ る こ とを 意 味す る ゴ
゜）

。 こ の 点 に つ い て は ， r責任 を

負 う自己 』 の 段 階 に ま で 進 ま な い と ， ポ ス ト批判主 i義の 立 場 は 明 瞭に な らな い

の で ある 。
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　 さ ら に
，　 r啓 示 の 意味』 に お い て 示 され る の は ， 認識 者 ある い は 価値判断 者

とし て の 神 の 自己啓 示 で あ る が
， 不 思 議 な こ と に 「歴史 に お け る 行為 者 」 と し

て は 語 られ て い な い
。 た っ た

一
か 所 そ れ に 触 れ て い る 文 章が あ るが

， それ も消

極 的 な 文 章 で あ る 。　「啓示 は イ エ ス の 誕生 の 物語を ， 神 が 物語 の 中心 に 位置を

占め る ， 生 命 の 始 ま りの 物 語 と し て 読 む こ とを 要求 す る 。 わ れ わ れ が 注 目す る

の は 神 の 行 為 で あ る 。 し か し ， わ れ わ れ が 神に 対 す る 信 仰 を も っ て か ら ， とい

うよ りは
， 神御 自身の 啓示 に よ っ て 神が わ れわ れ の 心 に 信仰を与 え られ て か ら

は ， わ れ わ れ は 誕生 の 自然奇 跡 や 聖 書成 立 の 自然奇 跡な どに 依 拠す る 必 要性 か

ら解放 され た の で ある」
？ユ）

。 彼 は ， イ エ ス の 誕生を 神 の 行 為 と し て 直接 的 に 主

張 す る こ と が ， 根本 主 義者 の 外的 奇 跡信仰 と同 列 に な っ て し ま うこ とを 警戒す

る の で ある 。
こ の よ うな 「神 の 行為」 とい う言語に 対す る消極的 な判断 は ， 外

的 奇跡 信 仰 を 主 張す る 根 本 主 義 者 の 世 界観 と 同列 に な る の を 恐 れ る か らで あ

る 。 そ の 意 味で は
，

ま さに 外的世 界は 固い 因果律に よ っ て 成立 して い る とい う

批 判主 義 を 前提 と し て ， 外的 世界 に 神 の 行為 を 語 る こ とに 警戒 心 を 持 っ て い る

とい え る 。
こ れ も批判 主 義 の 立 場 に た っ て い る 証拠 で あ ろ う。

　 B 　 徹底的 行為 と神の 国

　 さ て ， 後期の ニ ー バ ー は ， 徹底的行為を 人 格的生の 主体性 とか か お らせ て 表

現す る 。 彼 は ， 人格 的 生を 「解 消 不 可 能な わ た し」
72 ）

が か た る 世 界 で あ る と い

う。 そ れ は ， 主 観 ・ 客観 また 理論 ・実践 の 二 元論 を超越 し ， 宗教 的 対話 に お い

て も学 問的 論文 に お い て も表 現 され る もの で あ る 。 そ の こ とを さ ら に 詳 し く彼

は 「私 は 存 在 し ， そ して 私 は 私 で あ ります 。 『私 が 存在 し 』， い ま こ こ に お い て

『私 は 私 で あ る 』 と は ， 私 の 身体 の 要 素を 構成 し て い る ，
い か な る 特 定 の 行 為

と も同
一

視で きな い ， 徹底的な 行為を 私 に 意識 させ ます」 と表現 し て い る 。 彼

は ， こ うい っ て わ た し が わ た し で あ る と い う 自 己 の 人 格 的 生 を 「徹底 的 行為

（radical 　deed）」 と関連 させ る 。

　 ぽ じめ
， 彼 は ，

『啓示 の 意味』 に お い て
，

マ ル チ ソ ・ブ ーパ ー の 「わ れ とな

ん じ 」 を 引用 し て ， 出 会 い の 世 界 を 内 的 歴 史 の 特 徴 と した 。 わ れ と な ん じは ，
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相 互 作 用 で あ り， 相 互評 価 の 世 界 で あ っ た 。 し か し ，
こ の わ れ となん じ とい う

出会 い の 世 界 は ， わ た し が わ た し で あ る とい う実存 的 な 出来事の 成 立 に 関 し

て ， 「な ん じ」 が あ る こ と に 依 存 し て い る 。 あ え て 言 え ば ， わ れ は ， な ん じの

存在 に 依存す る の で あ る 。
こ れ に 対 して

，
r責任を 負 う自己 』 は ， わ た し がわ

た しで あ る と い うこ とが優先 さ る べ き確 固た る事 実 で あ る こ とを 強調す る 。 そ

こ で ， 彼は ，
マ ル チ ソ ・ ブ ーパ ーを 越 え て

，
わ た しが わ た し で ある と い う実存

的出来事 は ， 自分 を存 在 させ た 「徹底的 行 為」 に よ る もの で あ る とい う。　「私

が それ に よ っ て 存 在 し ， ま た そ れ に よ っ て こ の 身体 ，
こ の 精神，

こ の 感情 的 装

置 ，
こ の 宗教 と と もに あ る と こ ろ の 徹底的 行為 と い うもの は ， 肉体的 ， 精神的 ，

人 格的 な存在 に お い て 特定 の 要素を 構成 し て い る ， 人 間 の 有限な 行為 の どれ と

も同
一

視す る こ と は で きま せ ん 」
73）

。 それ で は ， こ の 徹底 的 行為 を ， 彼 は どの

よ うに 言 っ て い る の か 。 そ れ は 「外 な る 力 （the　alien 　power ） つ ま り存在 の 神

秘」
74）

で あ る と表現 して い る 。
つ ま り， 存在 の 秘義 と は 「実存の 秘義の 背後の

秘義」 とい う仕 方で ，

ニ ー バ ー が実存の 背景 に あ る 究極的環境を示 そ うと した

事態 で ある 。

　 ニ ー バ ーの 神 学 の 特徴 は ， そ の 初 期か ら 「神 と信 仰は 同伴 す る 」 と い うル タ

ー の 発見 を 自分 の もの とす る と こ ろ で あ っ た 。 初期 に お い て ， そ れ は ， 神的 自

己 が 内的 歴史 に お け る人 間 の 記 憶 に お い て 出現す る こ とで あ っ た が ， 後期 に

は ，
こ の 神 と信仰 が 同伴 す る と い う真理 が 言 語行為 とな っ て 現わ れ ， 「私 が それ

を し た 」 とか 「私 が 私 で ある 」 と い う実存的 な発 言 を成 立 させ る もの と し て
，

神 が 語 られ て い る 。 「宗 教 的言 語 に お い て は ， 魂 と神 とは 互 い に 所 属 し あ っ て

お ります 。 こ の 言葉 を 代え て 言 えば ， 私 に 働 きか ける と こ ろ の す べ て の もの に

お け る 唯
一

者 に 出会 うと き ， 私 は 私 自身 に お い て 統
一

され た
一

者 な の で あ りま

す」
75）

。
こ の よ うな 文章を 記す と き繰 り返 し 出て くる の は 第

一
人称 の 「私 （1）」

で ある 。 そ の 意味 で ， わ た しが わ た しで あ る と第 一 人称 で 語 る と きに ， そ の わ

た しを 成立 させ て い る 徹底的 行為 と し て 第
一

人 称 の 神 が 出現す る の で あ る 。 そ

の 第
一

人 称 で 語 る 世 界が 厂責任を 負 う自己 」 の 世 界で あ る 。 こ の 「私 が それ を

し た 」 とか た る 行為が 「共 有 され た 世界 」 に 参 加 す る 態 度 で あ る 。 こ うい っ た
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責任 を 負 う自己 の 参 加す る 共 有 され た 社 会 を 成 立 させ る の が ， ee− 一人 称 で 表 現

さ れ る 神で あ る 。 そ こ に
，

ニ
ー バ ーが モ ー セ と神 の 出会 い の 出来 事 に お い て ，

神 が 「有 っ て 有 る もの 」 で あ る と同時 に 「わ た し は 」 と第
一

人 称 で 語 りか け た

存在で ある こ と に こ だ わ る 理 由 が あ る 。 人 間 の わ た し が責任を も っ て 「わた し

は 」 と 語 り 出す 第
一

人称 の 世界 を 支 え る の は ， や は り 「わ た し は 」 とか た る 存

在 の 秘義で あ り徹底的行為 と し て の 神で あ る 。 そ れ は ， 敢 えて 言 えば ， 「神 の

自己 同
…
化 」 と い う神 の 言 語 行為の 出来事で あ る 。

「イ ス ラ エ ル の 人 々 に こ う

い い な さい 『わ た し は 有 る 』 と い う方 が ， わ た しを つ か わ され ま した とあ る

が ，
こ の 『わ た し』 とい う言 葉 は 『有 る 』 とい う言 葉 と同 じ よ うに 驚 くべ き も

の で あ る」
76〕

。
こ の よ うな 人 格的 生 の 責任的 行為 者 の 成 立 を め ぐ っ て ， 彼 は ，

新 し く 「徹底的行 為」つ ま り神 の 行 為 を 語 る道 を 発見 し た の で あ る 。 もち ろ ん ，

こ の 神 の 行為 は ， 第三 者 が 無責任 に 語 る 言 語で は な く， わ た し が 告 白す る創 造

的 表現 で あ る 。 そ して ，
こ の 神 の 行為を告白す る こ とに よ っ て 「究極的社会 な

ら び に 究極 的 歴 史」
77 ）

とい う 「共 有 され た 世 界 」 が 出現 し ， そ こ に 生 きる こ と

に な る の で あ る 。

　 しか し ，
こ の 徹底 的 行為 が どの よ うな性 格 で あ る か は ， イ エ ス ・ キ リ ス ト の

出来事を とお して ， わ た し に よ っ て 解釈 され る の で あ る 。
こ こ で

，
わ れ わ れ 人

間 は ， 認識 され る 者 で は な く ， 解 釈す る 者 に な っ て い る 。
こ れ も ， 彼 の 神学 に

お け る批 判主 義の 克服 で あろ う。 「わ れ わ れ は ， 自 ら に 対 す る あ ら ゆ る 行為

と くに ， それ に よ っ て わ れ わ れ が 存在 し ま た 万 物 が 存在 し ， そ れ に よ っ て わ れ

わ れ が 滅 ぼ さ れ ま た 万 物 が滅 ぼ され る 決 定的 な 行為 を ， どの よ うに す れ ば 神 の

行 為 と し て ， す なわ ち 憎 悪あ る い は 無関心 の 行為 と して よ りもむ し ろ ， 肯定 お

よ び 再肯定の 行 為 と して 解 釈 す る こ とが で きる で し ょ う うか 。 」
78 ）もし ，

こ の 徹

底的行為をわ れわ れ の 自己 と 世界を 破滅 させ る 死の 力 と 解釈 す る な ら， それ

は ， ひ とび と に 「死 の 神話 学 」 を もた ら し ， あ らゆ る 行為 を 自 己 に 対 す る 破 壊

的 な攻撃 で ある と解釈 し ， 「自己防御 の 倫理 」 に 生 きる こ とに な る 。 しか し ，

キ リ ス ト老 の 解釈 は ， イ エ ス ・キ リ ス トの 生涯 と 十 字 架 と復 活 に よ っ て 与 え ら

れ る 解 釈 で あ る 。 そ れ は ， 徹 底 的 行 為 を イ エ ス ・ キ リス トに お い て 与 え られ た
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和解 の 行為 と解釈 し ， そ れ へ の 応答 に 生 き る 者 とす る の で あ る 。 彼 は ， そ れ を

「恵み の 象徴形態」
79）

と言 う。
つ ま り， イ エ ス ・ キ リス トを根幹的 メ タ フ ァ

ー

と して 用 い る と現 わ れ る 「共 有 し た 世界 」を 恵 み の 象 微形 態 とい うの で あ る 。 そ

れ に よ っ て
， わ れ わ れ は ， わ れ わ れ が 身体 を も っ て 生 きて い る こ の 世 界が 「母

国 の よ うに 感 じ られ 」「くつ ろ ぎ」を 与 え られ る 。 そ の キ リス ト者 の 告 白を ニ ー

バ ー は 次 の よ うに 象 徴 的 に 表現 し， そ れ を 読 む 者 に そ の 現 実 を 創 造 的 に 現 出 さ

せ よ うと し て い る 。 そ の 言 語表現 は ， 神 の 国 を 緊急事態 と し て リ ア ル に 象徴的

に また 創 造 的 に 表 現 し て い る 。

　　 キ リス ト者 は た だ 次の よ うに
， 告 白す る だ け で あ ります 一

わ た し た ち は

　 お ろ か に も存在を 信頼 し な い で お りま し た が ， わ た し た ち は い ま や あな た を

　見 は じめ て お ります 。 わ た した ち は な れ な い
， また む な しい こ の 世 に お い

　 て ， よ そ もの で あ りの け もの で あ りま し た が ， わ た し た ち は い ま， と きに は

　 こ の 世 に 親 しみ を 感 じ る よ うに な っ て お りま す 。 わ た した ち は 自己 を 愛 し ，

　 わ た し た ち の さ さ い な 都市 を 愛 し て お りま した が
， わ た した ち は い まや あな

　た ご 自身 （being　itself） を ， 神 の 都 市 を ， す なわ ち神 が 根 源 で あ り統治 者 で

　あ らせ た も う普 遍 的 な 共 同体 を 愛 し て い る よ うに 思わ れ ます ， と
80）

。

　 彼 に よれ ば ， こ の よ うな 象 徴 的 言 語 は ， キ リス ト者 の 精神 の 深み か ら生 じ て

くる ， 世 界 を 共有 し た 創 造 的 言 語 で あ る 。 ま た そ れ は ， 彼 自身 の 神 学 的 証 言 で

もあ る 。 もち ろ ん ， そ の 精神 の 深み に あ る の は ， イ エ ス ・キ リス トの 出来事 に

よ っ て 引 き起 こ され た ， わ た し は わ た し で ある とい え る 人格的生に い ぎて い る

「主 体的 責 任的 自己 」 で あ る 。 上 記 の 文章 の 直後 に
， 彼 は ，　 「わ れ わ れ は ，

こ

れ らすべ て の こ とを ， わ れ わ れ の 歴史に お い て
， ま た わ れ わ れ が そ こ に お い て

わ れ わ れ が 神 学 な ら び に シ ン ボ ル の 学 説 で 模 索 す る 精神 の 深 み に お い て ， イ エ

ス ・ キ リス トに 負 うの で あ ります 。 」
81）と告 白 し て い る 。 い ずれ に し て も，

こ こ

で 告 白され て い る の は ， わ れわ れ が 身体 を も っ て 生 きて い る こ の 世界 を 「共 有

さ れ た 世 界 」 で あ る と表 現 し た ， 神 の 国 に 生 き る 人 格 的 生 で あ る 。 こ こ に ， 彼

自身の 神学的 実存が あ る の で あ る 。
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