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　わ た し が ラ イ ン ホ ー
ル ド ・ニ

ー バ ー
の も とに 学ぶ こ とに な っ た の は 1957 〜 60

年で あ りま し た
。 そ れ は わ た し に と っ て

， ま さ に対極 的 な もの と の 出会 い で あ

りま した 。 敗戦国 の 若い 牧師 と し て 敗 戦 に至 る 日本 の 運命 を余儀 な く背負わ さ

れ て
，

わ た し は ， 戦勝 国 の 大都市 ニ ュ
ー

ヨ
ー

ク に そ そ り立 つ よ うな ユ ニ オ ン の

ラ イ ン ホ ー
ル ド・ニ ー バ ー

の 教室 に 出た の で あ りま す 。 そ の 出 会 い は ，
エ ー

ミ

ル ・ブ ル ン ナ
ー の 仲 立 ち に よ る もの で あ りま し た 。

　神学生時代 ニ ー バ ー の Faith　 and 　H 蹴 醗 y を読 み ま し た 。 山本和 先生 の

英語 神学書講読 で こ の 書 が と り上 げ られ た の で す が
， 当時神学 の 学び を始 め た

ば か りの わ た し に は
， 決 して 十 分理解 で き る もの で は あ りませ ん で し た 。 し か

し
，

こ の 神学者 が 「歴史 」 と取 り組 む こ とに ， 妙 に 関心 をそ そ られ ま し た
。 そ

れ は ， 当時の 東神大 で 聞 く神学 の 世界 とは 異 質の もの で あ り，
し か し こ の よ う

な 「歴史」 との 取 り組み が ， わ た し に は心 を揺 さぶ る もの と感 じ られ た か ら で

あ ります 。 とい うの は ， わ た し が キ リス ト教 へ と 至 る 切 っ 掛 け は ，

「実 存」 の

問題 と い うよ りは
， そ れ を含 め た も っ と大 き な 「歴 史 」 の 問題 で あ っ た か ら で

あ りま す 。 そ の 頃流行 した キ ル ケ ゴ ー ル を し き りに 読 み ま し た が満 足 で き ま せ

ん で した 。 敗戦 後 ， わ た し の 心 を捉 え た 杜甫 の 詩 の 一 節 「国破 れ て 山河 あ り」

は ， ま さ し く目の 前 に あ る 現 実 で あ り， ま た 哲学的 問題 で あ り， そ して そ こ か

ら し て ま た 実存 の 問題 で も あ っ た の で あ ります 。 日本 で は ， 国 土 と国 家 とは 同

一
で し た 。 歴史 と 自然 とは 融 合 し て い ま し た 。 そ れ が 1945年 の 夏以 来 ， 初 め て
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分裂 し た の で あ りま す 。

「国破 れ て 」 の 「国」 とは ， 歴 史的 な も の で あ りま す 。

「山河 あ り」
一

歴 史 の 終 り に な お も超 然 と し て 立 つ 永 劫 の 自然 。 杜 甫 の 詩 は ，

日本 に お け る 「歴 史 ＝ ヒ リズ ム 」 の 予表 の よ うに 感 じ させ られ た の で あ り ま

す 。 し か し こ の ニ ヒ リズ ム は
， 背後 に 拠 点 と し て 自然 を も っ て い る の で あ りま

す 。 そ こ に 立 て ば ， 歴 史の 終 りに 耐 え る こ とが で きる
， そ こ に 立 て ば， そ の ニ

ヒ リズ ム は 明 る くな る
， そ の よ うな 拠 点 で あ ります 。

　三 島由紀 夫 とい う小 説 家 は ， わ た し よ りも何歳 か 年上 な が ら同時代人 で ， 日

本 の ニ ヒ リ ズ ム を深 く表現 で き る作家 の よ うに 思 わ れ ま し た 。 彼 の 小 説 『金 閣

寺』 の 中 に 「私 に と っ て ， 敗 戦 が 何 で あ っ た か を言 っ て お か な くて は な ら な

い
。 そ れ は 解放 で は な か っ た 。 断 じ て 解放 で は な か っ た 。 不 変 な も の

， 永遠 な

も の ， 目常 の な か に 融 け込 ん で い る 仏教 的 な 時間 の 復 活 に 他 な らな か っ た 」 と

い う文章 が あ りま す 。 こ の 暗示 的言葉 の 中で 何 を三 島は言 お う と し て い る の

か ， そ れ は 定 か で は あ りませ ん が
， し か し ， こ の 言 葉 の 中 に わ た し は

， 敗 戦 を

契機 と し て 日本 に 発生 し た 世界 観的暗闘 ， し か も激 烈 な 暗闘 を感 じ た の で あ り

ま す 。 そ れ は 「国破 れ て 山河 あ り」 に 含蓄 され た 世界観的葛藤 の 暗示 す る もの

で あ りま し た
。

こ の 小 説 の 主人 公 は ， 金 閣寺 は空 襲で 焼失 し な か っ た こ とに つ

い て ，

「敗戦 の 衝撃 ， 民族 的 な 悲哀 な ど とい う もの か ら ， 金 閣は 超絶 し て い た 。

も し くは超 絶 を装 っ て い た 。 き の うま で の 金 閣 は こ うで は な か っ た
。 と う と う

空襲 に 焼 か れ な か っ た こ と， 今 日 か ら の ち は も うそ の 惧 れ が な い こ と ， こ の こ

とが金 閣 を し て ， 再 び ， 『昔 か ら 自分 は こ こ に 居 り， 未来永 劫 こ こ に 居 る だ ろ

う』 と い う表情 を ， 取 戻 さ せ た の に ち が い な い 」 と書 い た が
， こ の 小 説 の 主 人

公 の 過 激 な ニ ヒ リ ズ ム は ， 放 火 す る こ と に よ っ て それ を人 為的 に 消滅 させ る の

で あ り ま す 。 わ た し は ， 金 閣 寺 は ， 敗 戦 を生 き延 び た 天 皇 の こ と で は な い か ，

と思 い ま し た。 ともか く， そ こ に は地 上 に お け る 永遠 を騙 る も の へ の 挑戦が 表

現 され て い ま し た 。 し か し ， 永遠 を騙 る もの
， そ し て そ の 周 り に 蝟集 す る も の

が 生 き延 び て
， 日本 に お け る 「歴 史 の 終 り」 の 感覚 を失 わ せ た よ うに 思 わ れ る

の で あ り ま す 。 しか し ， わ た し に と っ て
，

「国 」 の 破 れ とは ， 自分 の 存在 を 置

い た 「学校」 の 消滅 で あ りま し た か ら， 歴 史 の 終 りは ， し た た か な 現 実 で あ っ
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た の で あ ります 。

　果 し て 「山 河」 （自然 ） が 永 劫 で し ょ うか ， こ の 問 い に つ い て 最後 に 立 ち帰

りた い と思 い ま す 。 わ た し は ，
ユ ニ オ ン で ジ ョ ン ・ C ・ ベ ネ ッ ト と も接触 し ま

し た が ， 彼 に ， 自分 の 問題 意識 は 「歴 史 の 終 り」
一 近 頃 フ ラ ン シ ス

・フ ク ヤ

マ と い う人 が こ うい う言 葉 を用 い て い る
一

の 経験 に よ っ て 規定 され て い る と

い うこ と を話 し た ら， 彼 か ら， 歴史 は続い て い る の で は な い か ， とい う答え が

帰 っ て きて ， え も言 わ れ ぬ 断 絶感 を覚 え た こ と が あ りま し た 。 そ 1れ は 1957 年

秋 ，
ユ ニ オ ン の 研究室 の 塔 へ と上 が る エ レ ベ ー タ ー の 前の こ とで した 。 な る ほ

ど
，

ア メ リ カ に は 「歴 史 の 終 り」 は な い
， し か し ， 本 当に 「歴 史の 終 り」 は な

い の だ ろ うか
， そ の 疑 問 か らわ た し は解放 され ませ ん で し た 。 ラ イ ン ホ ー ル ド

・ニ
ー バ ー

の も と で は ，
ベ ネ ッ ト とは 別 の 反応 ， 別 の 思想 に触 れ る こ とに な っ

た の で あ ります 。 ブ ル ン ナ
ー の 出 会い の 思 想 に 助 け られ

，
バ ル トの 啓示 の 思 想

に教 え られ ま し た 。 し か し ，
ニ ー バ ー は ， そ の 歴 史 の 問題 と取 り組 む 独特 な 思

想 を も っ て
， 戦 後 の 新 し い 世 界 に 生 き る 道 をわ た し に 教 え た の で あ り ま す 。

　日本 の ニ ヒ リズ ム とは ， 精神病理 的 な もの で は な い
， そ、う

で は な くて ， そ れ

は歴 史 の 意 味 を 破壊 す る 虚 無 で あ り， 歴 史 の 中 に あ る す べ て 価値 あ る もの を侵

す よ うな ニ ヒ リ ズ ム で あ りま す 。 戦 後の 歴 史 ニ ヒ リズ ム と の 戦 い は ， わ た し に

と っ て は ， 他 の 学問 で は で き な い こ と で し た 。 戦後少 し生 物学 を学 ぶ の で す

が
， 先生 は こ の 方 面 で は か な り有名 な 下 泉重 吉 とい う生 態学 の 教授 で し た 。 し

か し生物 学 で ， 戦後 の ニ ヒ リ ズ ム を取 り扱 うこ と は で き ま せ ん で し た 。 務台理

作 とい う哲 学者 の 教 え を受 け て ，
ヘ ー ゲ ル や 西 田幾 多郎 の 哲学 を学び ま し た

。

し か し哲学 で も， 歴 史 ニ ヒ リ ズ ム を解決す る とは 思 わ れ ま せ ん で し た 。 結 局 ，

そ れ は 神学 で な けれ ば な ら な か っ た の で あ り， そ し て 最後 に そ の 神学 は
，

ニ ー

バ ー の 神学 で な けれ ば な らな か っ た の で あ り ます。

　 ユ ニ オ ン に 留学後 間 もな く，
ニ ー バ ー と レ

ー ヴ ィ ッ ト との 論 争 が あ る こ と

を ，
1956年に 出版 され た （わ た し は そ れ を 1957年 9 月 18 日 ユ ニ オ ン の ブ ッ ク ス

トァ で 入手 し た） ケ グ レ
ー と ブ レ トー ル 編集 の 書 Reinhold 　Niebuhr ．　His

Religious，　Social，
　and 　Political　Thought で 知 りま し た 。 とこ ろ で ，

レ
ー ヴ ィ
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ッ トを 口本 か らア メ リ カ へ 来 る 道 を備 えた の は
，

ニ
ー バ ー

とテ ィ リ ッ ヒ で あ り

ま し た 。 そ の こ と に よ っ て レ
ー

ヴ ィ ッ ト と ニ ー バ ー と の 関わ りが 生 ま れ た の で

あ り ます 。 た し か に こ の 論争 の 意味 を
一
卜分 に 知 る た め に は ， わ た し に は そ の 後

何 年か の 年月 を要 し ま し た 。 し か し
，

こ の 論争 が ，
ニ ー バ ー との わ た し の 出会

い が 何 を本来含蓄 し て い る か を， 思想的 に 明 ら か に し て くれ た とい う こ と が で

き る の で あ りま す 。 そ し て こ の 論争 の 意味 が 分 か る よ うに な っ て き た 近 頃 は ，

こ れ か ら重 要 に な っ て くる 20 世紀 神学 の ア ン チ テ ー ゼ は ，
バ ル ト と ブ ル ン ナ

ー
，

バ ル トとブル トマ ン ，
バ ル ト とボ ン ヘ

ッ フ ァ
ー な ど で は な く ，

バ ル ト と ニ

ー バ ー
で さえ もな く，

ニ ー バ ー と レ ー ヴ ィ ッ ト との 問の 論争 で あろ う と思 うよ

うに な っ た の で あ りま す 。 （そ うい う見 方 が 例 え ば 拙 著 『終末 論 』 紀伊 國 屋 書

店 刊 に も出 て い ま す ）。 少 な く と も こ の 論争が
， 前提 と して 決着 づ け られ る の

で な け れ ば な ら な い と思 い ます 。
こ の 論 争 は ，

「歴 史の 意味」 を 巡 る 巨人 的相

剋 で あ りま す 。 トー タ ル か つ ラ デ ィ カ ル な世 界観的相 剋 で あ りま す 。

　 レ
ー ヴ ィ ッ ト と ニ

ー バ ー との 対 決 は ， トー タ ル か つ ラ デ ィ カ ル な も の で し

た
。

レ ー ヴ ィ ッ トは ， 自然 的 コ ス モ ス の 観 想 へ の 還 帰 とい う思 想 を も っ て ，
コ

ス モ ス と歴 史 と を 二 者 択 一
す る こ と を企 て た 思 想 家 で あ りま す 。 歴 史 は 「無」

だ ， だ か ら 自然 に 帰 る ，
レ ー ヴィ ッ トは そ れ を 目論 ん で い る の で あ り ます 。 目

に 見 え る 最 大 の も の と して の コ ス モ ス の 哲学 的観 想 を も っ て
， そ れ よ り も小 さ

い 歴 史的 世 界 な ど は あ た か も包 ん で 捨て る こ と が で き る よ うに 考 え る の で あ り

ます 。 こ の 二 者択 一
の た め に ， 彼 は ， 東 洋 的 な 考 え 方 に 支 持 を求 め ます 。 そ れ

は ， ガ ダ マ ー に 献呈 し た 「東 洋 と西洋 と の 差異 に つ い て の 覚書 」 （レ
ー

ヴ ィ ッ

ト ・ 佐 藤 明雄 訳 『東洋 と西 洋』 未来社所 収 ） に 典型 的に 述 べ られ て い ます 。 そ

の 主 要 な 部 分 は 日本 論 で あ りま す が
， も ち ろ ん そ れ は 表 面的 な 観 察 評論 の レ ベ

ル を越 え た も の で は あ りま せ ん 。 しか し
， そ の よ うな仕方で ， 彼 は 東洋 的 「自

然 」 の 思想 を背後に 置 い て ， ま た そ れ を代 弁す る 仕 方 で ，

「歴 史 」 の 拒 否 を 打

ち 出 す の で あ り ま す 。
レ

ー ヴ ィ ッ トは ユ ダヤ 系で あ り ま す 。 そ の 彼 が本気 で 歴

史的世界 観 を廃棄 し よ うとす る 議論は ， 異常 な迫 力 を も っ て お り ， ま さ に
，

ヨ

ー
ロ ッ パ 的歴 史 の 終 り を告知 す る 現代 の ツ ァ ラ ツ ス トラ の 呵 々 大笑 の 響 き を も
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っ て お ります 。
レ

ー ヴ ィ ッ トは ， 歴 史 の 「意味 」 の 問題 を，

「歴 史」 そ の も の

を 拒 否 す る こ と に よ っ て 解消 して し ま うの で あ りま す 。
レ

ー ヴ ィ ッ トの 思想

は ， 東 洋 人 に と っ て 魅惑的 で あ り， 近 代的教育 に よ っ て 着せ られ た す べ て ヨ
ー

ロ ッ パ 的 ユ ダ ヤ ・キ リ ス ト教 的 な もの を弊衣 の よ うに 脱 ぎ捨 て る こ と を促 す衝

動 で あ り ま した 。

「国破 れ て 」 わ た し は ，
「山河 」 に レ ー ヴ ィ ッ トの い わ ゆ る

「成 熟 し た諦念 」 を も っ て 立 ち帰 る べ き で し ょ うか 。 そ こ に 立 ち帰 る な ら ば ，

あ の ニ ヒ リズ ム は 明 る く反 転す る か も知れ な い ， しか し ， 戦後の 日本 と は 何

か ， 新 し い 憲 法体制の 意味 は 何 か ， そ の よ うな 問題 に 直面 し た者 に は ， そ れ は

問題 の 解消 で あ っ て も問題 の 解決 に は な ら な い と思 わ れ た の で あ り ま す 。
い や

果 し て そ うす る こ とに よ っ て わ た し が背負 っ た 問題 は 「解消」 され る の か
， 問

題 は ， そ の よ うに して 歴 史 を拒否 す る こ とが ， 思想 の 遊 び と し て は と も か く，

そ もそ も現実 的 な可 能性 で あ る か
， な ど と考 え させ られ た の で あ ります 。 そ し

て
， 開 き直 っ た ニ ヒ リ ズ ム で は な く ， わ た し に は ニ ヒ リ ズ ム の 克服 が 課 題 で あ

っ た の で あ ります 。

　 ニ ーバ ー批判 の 論文 の 中で
，

レ ー ヴ ィ ッ トは
，

「原爆戦争で さ え
， 人 間 の 本

性 が本質的 に 何 で あ る か を ， 変 え る もの で は な い で あろ う」 （op ．　cit．，　p．289）と

書い て い ま す が
，

わ た し に は こ の よ うな思 想 を受 け入れ る こ とは で き な か っ た

の で あ りま す 。 こ の 文章は ， わ た し に あ の 悲惨 な戦争 の こ と， 原爆 の こ とを思

い 起 こ させ ま した 。 果 し て そ れ は あ た か も台風 の 災 害や 火 山 の 火 砕流 の よ うな

自然 現 象 の た ぐい で あ る の か ，

「奢 る もの も久 し か ら ず」，
い や ，

「奢 ら ざ る も

の も久 し か らず」 ， た だ 行 く川 の 流 れ の ご と しか
， 現 世虚 仮 ！一

こ れ が た だ 自

分 だ け の こ と な らば よ い が 一
そ れ は 孤 独 な人 間 の ひ と りよ が りの 思 想 で は な

い か 一
， 自分 の 周 りの 他者 に 対 し て

，
ま た と りわ け愛す る 者た ち と共 に あ る

な らば ， そ れ は 何 と非 情 な思 想 で は な い か と思 わ れ た の で あ りま す 。 こ の よ う

な孤 独に して 非情 な る 達観 の 中で レ
ー ヴ ィ ッ トは ， 自然 （ナ トゥ ラ ） は変 わ ら

ぬ と言 うの で あ り ま す 。

一
体変 わ らぬ 「 自然 」 とは 何 か 。 こ の よ うな 思想 に 対

し て
，

レ
ー

ヴ ィ ッ トの 弟子 ホ ェ ル ツ ェ ン は こ う批判 し ま し た 。

「世界 の 根 源 を

精神 と して で は な く ， 自然 と し て 把握 し ， 人 格的存在 と し て で は な く， 実体 と
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し て 把 握 す る あ ら ゆ る 思想 体 系 は ， も ち ろ ん す べ て ， と くに 人 間 的 な もの を否

認 す る の で ， ほ と ん ど非人 間的 で あ る 」 と 。
レ ー ヴ ィ ッ ト と

，
レ

ー
ヴ ィ ッ トに

な じ む そ の た ぐ い の 日本的思想 の 問題性 に 対 し て 言 うべ き こ とは ， こ の ホ ェ ル

ツ ェ ン の 批 判 に つ き る と ， わ た し は 思 っ て お り ま す 。

　 ニ ー バ ー は レ
ー ヴ ィ ッ トに こ う答 え ま し た 。

「 も しわ れ わ れ が 『歴 史 』 を全

く無 意 味 と言 う な ら ば ， 人 間 の さ ま ざ ま な 集 団 的 企 て や 諸文 化諸 文 明一 そ れ

らが歴 史 の 素材 を な す もの で あ る が 一
を健全 な もの に す る とい う責任感 か ら

人 間 を解除 し て し ま うこ と に な る 」 （op ．　cit ．
，
　p．440）。

ニ ー バ ー と レ
ー ヴィ ッ ト

と の 違い は ，

「歴 史 に 意味の 切線 な ど あ る の か 」 と い う意味 の 認 識 の 問題 で あ

りま す 。
ニ ー バ ー の 愛誦 の 聖 句 の 一

つ は 「光 は 闇の 中 に 輝 い て い る 」 とい う ヨ

ハ ネ福音 書 の 言葉 で あ りま す が
，

「わ れ わ れ 両者 の 問 の 問題 と は ，

『
こ の 闇が絶

対 的 な も の か ど うか 』 とい うこ とで あ る コ （op ．　cit ，　p．439）と ，
ニ

ー バ ー は言 い

ま す 。
ニ ー バ ー もそ の 暗 さを知 っ て い ま す が

， そ の 暗闇 を 破 っ て 走 る 光 の 切線

を も直視す る の で あ ります 。 こ こ が 違 っ て い ま す 。 こ の 「光」 の 有無 は
， 神 の

存在 の 問題 で も あ り ま す 。 神 を拒否 す る 哲 学 者 は ， こ の 光 が あ っ て も そ れ に 目

を つ む れ ば 見 な い こ と が で き ま す 。 しか し ， そ れ は 客 観的 な思 索 で は tsく ， 主

観 的 な 決 断 で は な い で し ょ うか 。 レ
ー ヴ ィ ッ トは ， 歴 史 的世 界観 に は こ の よ う

な 神 学 的前 提 が あ る こ とを認 め ， す べ て の 歴 史哲 学 は 神 学的 前提 を も っ て い る

と断 言 し ま す 。
こ の 認 識か ら翻 っ て

， そ れ 故 ， 今 日 こ の 神学的前提 が失 わ れ た

時代 に あ っ て は ， 歴 史哲学 とか ， 歴 史 的世 界観 は成 り立 た な い
， と断 定す る の

で あ りま す 。 こ こ に ， 哲学 的 に 構想 され た 「歴 史 ニ ヒ リ ズ ム 」 が あ ります 。 哲

学 は
， 古典 ギ リ シ ャ の コ ス モ ス の テ オ ー

リ ァ （観 想） と い う本来 の 在 り方 へ と

立 ち帰 る べ きだ と考 え る わ け で あ りま す 。 歴 史的世界 が 否認 され ， そ の 中 で 産

出 され た す べ て の 歴 史形成 物 ， 人 格 と し て の 人 間理 解 ， 自由 と か 人 権 な ど欧米

的 な文化価値 の 光 は 消 え去 り， そ れ を擁護 す る 責任 もな くな る の で あ りま す 。

　 し か し ，
レ

ー ヴ ィ ッ トの 思 想 が 衝撃的覚醒 的で あ る の は ， 歴 史 的世 界観 と ユ

ダ ヤ ・キ リ ス ト教 的 な 神信仰 と の 構造 的 関係 が あ る ， と い う認識 で あ ります 。

神学的前提 な し に 歴 史 的 世界観 は 成 り立 た な い
， と い う指摘 で あ ります 。

こ の
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よ うな 認識，
こ の よ うな指摘は

， 西 欧 キ リス ト教世界の 中で 構想 され た歴史 的

思 惟 ， 世俗 化 され た ク リ ュ プ ト ・テ オ ロ
ー ギ ッ シ ュ （隠れ 神学的） な歴史哲学

の 問題性 を暴露す る こ とに な る の で あ ります 。
二 つ の こ とが ， こ の 関連で 言 わ

れ ね ば な ら な い と思 い ます 。 先 ず第
一

に
，

レ
ー ヴィ ッ トに 対 し て で す が ， も し

神 が 存在 し た ら ， 世界 は 歴 史 と な る こ と を認 め ね ば tsらな くな る の で は な い

か ， と い う こ とで あ ります 。 第二 に
， す べ て歴 史を取 り扱 う者 に対 して ， 歴 史

とは本 質的 に は神 学的 に しか 取 り扱 うこ とが で きな い の で は な い か
， と問い 返

す こ と で あ ります 。

　第
一

の こ とに っ い て は ， た だ レ
ー ヴ ィ ッ ト とは 異 な る 多 く の ユ ダ ヤ 人 の 存

在 ， また キ リ ス ト教 会 の 存在 を指示 す る だ けに と ど め た い と思 い ます 。 そ の 存

在 は ， も しす べ て ジ ェ ノ サ イ ド的 に抹殺 され る の で な けれ ば ， 神 の 存在 を証 し

して い る の で あ ります 。 そ れ は ， 或 る哲学者が神 を信 じ ない か ら と い っ て
， す

べ て 無視す る こ とは で き ない の で は ない で し ょ うか
。

　第二 の
， 歴史は 神学的に 取 り扱 わ れ ね ば な らな い とい う点 で あ りま す が

，
コ

ス モ ス に 哲学が対 面 して い る よ うに ， 歴 史に は神学が対面す る の で あ ります 。

コ ス モ ス に 神 学が対 面す る と き ， そ れ は ク リ ュ プ ト ・ フ ィ ロ ゾ ー ブ ィ ッ シ ュ と

な り， 歴史に哲学 が対 面す る と き， それ は ク リ ュ プ ト ・
テ オ ロ

ー ギ ッ シ ュ に な

る の で あ ります。

　ま さ に ニ
ーバ ー は

，

「歴史 」 的世界に 対 して 「神学」 的 に取 り組 ん だ 歴 史神

学者な の で あ りま す。 神学的に取 り組 む とい う とき ，

一 方 で ， 歴 史的現実の 相

対性 と具体性 の 彫 りとひ だ とを見極 め る こ と と ， 他方 で ， そ の 歴 史的現 実 の 中

に あ る完成 へ の 動 向 を 正 し く捉 え る こ とが 要 求 され る の で あ りま す 。
ニ

ー
・e・・一

は ，
こ の 両方 を， ク リス チ ャ ン

・リア リズ ム と し て 統合 し た の で あ ります。

　 ク リ ス チ ャ ン ・リア リズ ム に つ い て
，

ニ
ー バ ー は ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の

『神

の 国 』 に そ の 先蹤 を 見 出 し （Augustine
’

s　 Political　 Realism，
　 in： Christian

Realism　and 　Political　 Problems
，
1953 参照）， し か もそ れ に批判 的 に 「 ア ウ

グス テ ィ ヌ ス の リア リズ ム は 行 き過 ぎて い る 」 （p，127）と指摘 し
， そ れ に 対 し て

彼 の ク リス チ ャ ン ・リア リ ズ ム を 確立 し ま した
。

つ ま り国家 と奴 隷制 との 支配
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関 係 を 同一 視 し た り ，
ロ

ー
マ 法 の 正 義感 と盗 賊 団 の 正 義 感 とを 同 一 視す る と い

うア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 「過度 の リア リ ズ ム 」 で は な く， そ の 辺 りの 違 い を 「識

別 」 す る ク リ ス チ ャ ン ・リ ア リ ズ ム の 道 で あ り ま す 。 ア ム ス テ ル ダ ム 会 議 の 後

の バ ル ト との 論争で ，
ニ ー バ ー は

，
バ ル トに あ っ て は ， あ ま りに 神 の 高 み か ら

見 る 故 ， あ た か も飛 行機 か ら地 上 を見 る よ うで あ っ て ， 相 対 的 な 高低 を も つ 地

上 の 現実 を正 確 に 捉 え る こ と は で きな い と批判 し た こ とが あ ります 。 ボ ン ヘ ッ

フ ァ
ー は ，

バ ル トを 「啓 示 ポ ジ テ ィ ヴ ィ ズ ム 」 と批判 し ま し た 。

「現 実 」 （ヴ ィ

ル ク リ ヒ カ イ ト） と は ，
バ ル トに お い て は

， 神 に 帰 され る もの で あ り ， 翻 っ て

こ の 世 は 「仮象」 （シ ャ イ ン ） と見 られ る の で あ りま す 。
こ れ に 対 し て ボ ン ヘ

ッ フ ァ
ー は ， そ の 「現 実 」 を受 肉者 イ エ ス ・ キ リ ス トの 中で の 神 と世界 との 結

合 に 見 ま し た
。 そ こ に 何 らか ニ ー バ ー

の 影 響 が あ る か も知れ ま せ ん 。
ニ ー バ ー

の も う
一

つ の ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 批 判 は
， 彼 の 恩 寵理 解 を 「 よ り 重 大 な 誤 り」

（agraver 　error − p．138） と し て あ げ， そ し て 彼 に は ル タ ー
の

‘justus　et

peccator 　simu1
’

（義 に し て 同 時 に 罪 人 ） の 理 解が 欠 如 し て い る こ と を指摘 し ま

し た 。 こ の 二 っ の 点 で の ア ウ グス テ ィ ヌ ス 批 判 が ，
ニ ー バ ー

の ク リ ス チ ャ ン
・

リア リ ズ ム を し て
， 歴 史的現 実 との 神 学 的 な取 り組 み に お い て 洗練 し て 行 くの

で あ り ま す 。

　第
一

の 点 は ， 歴 史 の 相対 的現 実 に 「識 別 的 に 」 （discriminatively）対 処 す る

態 度 で あ り ま す 。 相対 的 な も の に は 相対 的 に 取 り組 む 姿 勢 で あ りま す 。
ニ

ー バ

ー は ， 自ら を 「 テ イ ム ド ・ シ ニ ッ ク」 と出 し ま し た 。 こ の 実 存 が ク リ ス チ ャ ン

・ リア リ ズ ム と い う思 想態 度 を産 み 出す と言 うこ と が で き ま す 。 も し シ ニ ッ ク

（キ ュ ニ コ ス ） つ ま り 「犬 の 」 目 な ら ば ， 人 間 世界 に お け る よ り 高 い 価値 と よ

り低 い 価値 と を識別 す る こ と は で き ま せ ん 。

「犬 の 」 目は ， 人 間 を 下方 に 突破

し た 視点 で あ り ます が
， 上 方 に 超越 し て 「天 に 座 す る 者」 の 傍 らか ら見 る 目 も

ま た ， 人 間世 界 の 価 値 の 高低 を無視 し ます 。

「わ れ わ れ は 人 間 で あ っ て 神 で は

な い 」
一

こ の 命題 は
，

ア ム ス テ ル ダ ム 会 議 の 後 の バ ル ト と の 論争 で ，
ニ ー バ

ー がバ ル トに 対 し て 言 っ た もの で あ ります が 　　こ れ が ニ
ー バ ー

の 立 つ 位置 で

あ り ま す 。

「テ イ ム ド ・シ ニ ッ ク 」 の 「テ イ ム 」 と は
， 神 に よ っ て 人 間 と し て
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あ る べ き所 に 引 き上 げ られ て ， 神 との 関係 へ と 「テ イ ム 」 され た と見 る べ きで

は な い で し ょ うか
。 信仰者 と して の 人 間 の 位置 ， そ れ が 「テ イ ム ド ・ シ ニ ッ

ク」 が置 か れ た 場所 で し た 。 そ こ か ら 見 て ， 確 か に地上世界 の 高低 は ， 神 か ら

見 て 無 に 等 し い 平 坦 で あ っ て も
一 い や ， イ エ ス ・キ リ ス トに お い て 人 間 と な

られ た神の 目に お い て は ど うで あ ろ うか 一
， そ れ で もなお 人間 と して

， 富士

山 と筑 波 山 との 高 さ の 違 い を 見 極 め ね ば な ら な い の で あ り ま す 。 な ぜ な ら そ れ

に よ っ て 実 際 に 登 山 の 仕方が 変 わ る か らで す 。
バ ル トの キ リ ス ト論的視点 は

，

結 局 は 神 か らの 視点 で あ り， そ こ で ， こ の 高 低 の 識 別 が で きず ， こ の 視点 の 故

に ア メ リカ の デ モ ク ラ シ
ー と ソ連 の コ ミ ＝ ニ ズ ム との 対立 に つ い て の 価値判断

を誤 っ た の で あ りま す 。
ニ ー バ ー

の バ ル ト批判 は 「無責任」 と い う言葉を も っ

て す る もの で し た
。

バ ル トの 「無責任 」 とは
，

そ の 思 想 の 中 に ， こ の 歴 史 的 世

界 に お け る 文 化価値 の 相対 的 高低 を見 る 人 間 的位置が確立 され て お らず ， ま た
，

そ れ を相 対 的 に 判 断 す る 神 学 的仕組 み が 成立 し て い な か っ た か ら で あ り ま す 。

　第 二 の 点 は ， 歴 史 の 完成 に つ い て の 人 間 の 能力 と神 の 恩 寵 との 関係 の 逆説的

な 理 解 で あ り ます 。 歴 史 の 「 フ ィ ニ ス 」 （ラ テ ン 語 の 《終 り》） と歴 史 の 「 テ ロ

ス 」 （ギ リ シ ャ 語 の 《目的》） の 問題 で あ り ます 。 歴 史 の 完 成 を 目指 して 歴 史的

現実 と取 り組 む こ とを考 え る とき ， わ た し の 目 の 前 に は カ ミ ュ の 『
シ ジ フ ォ ス

の 神 話』 の 光景 が浮か ん で 参 りま す。 シ ジ フ ォ ス は ， 岩を山 の 頂上 ま で 押 し上

げ る 不 毛 な 努 力 を刑 罰 と し て 課 せ られ た 英雄 で あ りま す 。 そ の 坂 の 上 と は ， 歴

史 の 完成 の シ ン ボ ル とい うこ とが で き ます 。 最近 も1917年以来70年 もか か っ て

押 し上 げた 岩 が 転 げ落 ち て ， ソ連 邦 を破 壊 し て し ま い ま した 。 な ぜ 岩 を押 し上

げ る こ とが で きな い の で し ょ うか
。

シ ジ フ ォ ス は
，

「石 が た ち ま ち の うち に 下

界 へ と こ ろ が り落 ち て ゆ くの を見 る 」 の で あ りま す 。 そ し て ， 彼 は 「そ の 下 界

か ら再び そ の 石 を頂上 へ と持 ち上 げ な け れ ば な ら な い の で あ る 。 彼 は 再 び 野 に

降 っ て 行 く」 。

「 そ し て 山 を降 りる 間中彼 が考 え る の は ま さ に こ の 悲惨 な条件に

つ い て な の で あ る 」 。 こ こ で は 「終 り」 が な くな り ， 繰 り返 し とな り ま す 。 そ

れ が 三 島の 言 う 「仏教的 な 時問」 が 回 帰 す る とい うこ とで は な い で し ょ うか 。

カ ミ ュ と同様 ニ
ー バ ー も ま た 「不条理 」 を知 る 人 で あ ります 。 彼 を シ ジ フ ォ ス
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と同 一 視 す る こ とは で き ま せ ん が
， 歴 史的現 実 と取 り組 む ニ

ー バ ー の 姿 や そ の

情 景 を 考 え る と ， そ こ に 或 る 類 似 が あ る こ と を思 わ せ られ ま す 。 歴 史 は 神 と の

関係 に お い て 傾斜す る 坂道 で あ りま す 。

「歴史 は ，
こ う して

， 自然 の 諸 限 界 と

永 遠 と の 間 を動 く」 （History　thus 　moves 　 between 　 the 　limits　of 　nature 　and

eternity ．− Destinor　oプ
’
Man ，　P ．2）。 そ の 頂上 に は ，

「不 条理 の 原 理 」 と し て

の
，

い や そ れ に も か か わ らず 完成 の シ ン ボ ル と し て の 十字 架 が立 っ て い ま す 。

そ れ が歴 史の 全 貌 ， こ の 傾 斜 の 全 景 を ， 照 ら し 出 し て い る の で あ りま す 。
ニ ー

バ ー は ，
い や 人 間す べ て は

， そ の 傾斜 の 中に 置 か れ て い ま す 。 そ の 傾斜 は ， そ

れ が 傾 斜 し て い る 故 に ， 人 間 の 努 力 を要 求 し ま す 。 そ こ に 歴 史 と政 治 ， 歴 史 と

倫理 とい う課題 が あ ります 。 そ れ は イ ス ラ エ ル の 預言者が取 り組 ん だ 課 題 で あ

り ま し た
。 そ し て そ れ は 究極 的 な 調 和 と統 合 の 共 同体 を 目標 とす る の で あ りま

す 。 し か し ，
ニ ー バ ー に お い て 「不 条理 」 と は ，

「反 抗」 を惹 き起 こ す の で は な

く ，

「信 仰 」 を 惹 き 起 こ す の で あ りま す 。 歴 史 の 完 成 と は ，

「不 可 能 の 可 能性 」

で あ り， そ れ は 十 字架 に お け る成就 な の で あ ります 。

　 ニ ー バ ー は ， こ の 歴 史 の 完成 の 問題 に つ い て
， 十 字架 に お け る 神 の 「犠牲

愛」 の 啓示 の 光 の 下 で
， そ の 解決 の 道 を模索 し ます 。 歴 史 を 「愛」 で 考 え る こ

とに お い て ニ ー バ ー は ， 基本的 に ア ウグ ス テ ィ ヌ ス と 同 じ で あ り ， ま た そ の 取

り組 み 方 に お い て も基本 的 に ア ウグ ス テ ィ ヌ ス と同 じ で あ りま す 。 歴史の 問題

を ア ウ グス テ ィ ヌ ス は ，
二 つ の 愛

一
神 へ の 愛 と 自己愛 　　を も っ て 捉 え ま し

た 。 愛 と は 共 同体 の 原 理 で あ りま す 。
つ ま り， 共 同体 の 原理 か ら共 同体 の 形成

の 課 題 を考 えた の で あ ります 。
し か し

，
ア ウグ ス テ ィ ヌ ス を超 え て ，

ニ ー バ ー

が ル タ
ー 的 な 「義 に し て 同時 に 罪 人 」 とい う逆 説 を も っ て そ の 歴史の 完成 を考

え た とい うこ と は ，

一
方 で 「罪 」 の 故 に シ ジ フ ォ ス の 石 は 上 が ら な い 刑 罰 を凝

視 し つ つ
， 他 方 で

「
義認 」 の 恩 寵，

「赦 し と し て の 愛」 に よ っ て
， 歴 史 は 完成

に 至 る と い う認 識 に 達 し た こ と を意 味 す る の で あ りま す 。

「義 に し て 同 時 に 罪

人 」 と は ， 歴史 が単純 な可 能性 と し て 上 昇 は し な い とい う否定的認識 を含 み ，

同時 に そ の 不 可 能性 が恩 寵 に よ っ て 赦 され て 逆 説 的 に 上 昇 が 可 能 とせ ら れ る と

い う肯定的 認 識 を含 む の で あ ります 。
こ の 逆説 は

， 人 間の 自由 の 量的拡大で は
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な く， そ の 質的拡張 つ ま り信仰 へ と 自由に な る こ とに よ っ て ， 正 し く捉 え られ

る の で あ ります 。 こ の 自由 の 故に
， 歴 史 の 中に ＜indeterminate　possibilities＞

が 現れ る の で あ り， 変 え る こ との で き る も の を変 え る 勇気 が出て くる の で あ り

ま す 。 し か し ， す べ て が 変 え られ る もの で は ない
， 完成 は

， 歴 史 を超 え た と こ

ろ に 起 こ る の で あ り， 歴 史 の 中に は た しか に 諦 念 を も っ て 対 蹠 せ ね ば な ら な い

もの もあ り ま す 。 人 間 は 「義 に し て 同時 に 罪人 」 の 逆説 か ら ， 歴 史 の 中で は 免

れ な い の で あ ります 。

　人 間理解の 誤 りが， 歴史 とい う人 間世界 との 取 り組み に 誤 りを惹 き起 こ し ま

す 。 オ プ テ ィ ミ ス テ ィ ッ ク な 19世紀 の 人 間 マ ル ク ス は ， 歴 史 を完成 へ と持 ち上

げ る こ とが可 能 だ と考 え ま し た
。 そ れ は プ ロ メ テ ウス 的野 心 で あ りま し た 。

20

世 紀 の 人 間 カ ミ ュ に と っ て
， そ れ は刑 罰 と し て 達 成不 可 能 な課 題 で あ り ， そ の

不 可能 を た だ シ ジ フ ォ ス 的 反抗 に よ っ て 繰 り返 し企 て る だ け で あ りま す 。 し か

し ニ
ー バ ー

は ， 聖書の 光 の も とで ， そ の 課題 が人 間に と っ て 「不 可 能 の 可 能

性 」 で あ る こ と を直視す る の で あ り ま す 。 そ れ は 単 純 な 「可 能」 性 で は な

い
，

「不可 能」 な可 能性 で あ る
， そ れ 故 ，

こ の 完成 は
， 人 間の 努 力 の 成 果 と し

て で は な く ， 神 の 赦 し の 恩 寵の 中 に あ る と ニ ー バ ー は 見 る の で あ り ます 。

　歴 史の 完成 とい う願望 を も っ た の は ユ ダヤ 教 で あ りま す 。 果 し て 歴 史 は 完成

に 至 り得 る か
， そ れ に つ い て 注 目す べ き こ とに ニ

ー バ ー
は ，

シ ジ ブ ォ ス に は な

い
，

こ うい う希望 を も っ て お りま す 。

「なす に値 す る 事柄 で 生 存 中 に 達成で き

る もの は 何 も な い
。 そ れ 故 ，

わ れ わ れ は 希望 に よ っ て 救 わ れ な けれ ば な ら な

い 。 真 善 美 な る もの で
， 歴 史 の 直接的 文脈 の 中で 完全 な意義 を 発揮 す る もの は

何 も な い
。 そ れ 故 ， わ れ わ れ は 信仰 に よ っ て 救わ れ な け れ ば な ら な い

。 わ れ わ

れ が な す ど ん な こ と も，
た と え そ れ が どん な に有徳 な こ とで あろ う と も， ひ と

りで 達成で きる もの は 何 も な い
。 そ れ 故 ，

わ れ わ れ は 愛 に よ っ て 救 わ れ る の で

あ る」 。

一 そ れ は ， 無闇 な希 望で は な く， 信仰 と愛 と に 含蓄 され 基礎 づ け ら

れ た 希 望 で あ り ます 。 そ の 点 で プ ロ ッ ホ や モ ル トマ ン の 希 望 の 哲学 と は 違い ま

す 。

　 そ れ だ け で な く， さ らに 注 目に 値す る こ とは ，
ニ ー バ ー が ， 欧米人 に お け る
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「歴 史 へ の 執心 」（preoccupation 　with 　history　 Applied 　Christianitcr
，
　p．330）

を批判 し て い る こ とで あ ります 。 そ の 点 で ニ ー バ ー は レ ー ヴィ ッ ドに 近 寄 る か

の よ うに 見 え ま す 。 そ し て ， あ の イ エ ス が 教 え た こ の 世 に こ だ わ らな い
，

「 ノ ン

シ ャ ラ ン ス 」 な態度 の 意味 を認 め る の で あ ります 。 そ の よ うな態度 に よ っ て
，

か え っ て
， 歴 史は そ の 達成 に 至 る と い う逆 説 的可 能性 を見 る の で あ りま す 。 そ

し て
， そ れ が 人 間 の 本 性 の 実 現 と不 可 分 に 絡み あ っ て い る こ と を 見 る の で あ り

ま す 。 人 間の 生 は
，

「自分 の 命 を救 お う と思 う者 は そ れ を失 い
， 自分 の 命 を 失

う者は
， そ れ を救 う」 とい う逆説 的 に 成就 され る とい う真理 を ，

ニ
ー バ ー

は 人

間理 解 と歴 史理 解 の 基本 に 置 き ま す 。 そ こ に 犠 牲 愛 が 共 同 体 （相 互 性 ） を達成

す る とい う逆説 的真理 が あ る の で あ りま す 。 も し共 同体 が政 治 の 目標 で あ る な

らば ， そ の 日標 へ の 達成 が
，

こ の 歴 史 と人 間の 逆説 的真理 か ら外 れ て 可 能 に な

る こ とは な い の で は tsい
， そ れ が ニ ー バ ー の 確信 で あ りま す 。

こ れ は ，

一 種 独

特 な 歴 史 の 神学 と し て の 十 字架 の 神 学 で あ りま す 。
ル タ ー 的 な信仰義認 の 教理

の 歴 史的 現実 へ の 適用 で あ りま す 。

　 こ う し て わ た し は ， ブ ル ン ナ
ー よ りも ，

バ ル トよ り も，
ニ ー バ ー の 神学 に よ

っ て 戦 後 目本 に 生 き る 勇気 を与 え られ ま し た
。

ニ
ー バ ー は ， 学問 の み な らず 人

生 の 「恩 師 」 で あ りま す 。
ニ ー バ ー は神 学 者 とい うよ りも 「預 言者 」 と言 わ れ

ま し た が ， 確 か に そ の 通 りで ，
ニ

ー バ ー は こ の 世界 史 的 に 新 し い 時代の た め の

預言者 で あ る と思 い ま す 。 し か し ま た真 に 偉 大 な神学者 で も あ りま す 。 新 しい

時 代 の 「新 し い 」 と は 歴 史 的概 念 で あ りま す 。 自然的 コ ス モ ス 世界 に は 「新 し

い 」 とい うこ とは あ り ま せ ん
。

「新 し い 」 時 代 ， そ れ は ， 第
一 に ソ連 崩壊 後 の

世 界 史的 時代 の こ と で あ ります 。 第二 に リオ デ ジ ャ ネイ ロ の 地球 環 境サ ミ ッ ト

後 の 世 界 史的時 代 の こ と で もあ り ま す 。
レ ー ヴ ィ ッ トは ， 自然 的 コ ス モ ス の 永

劫性 を見 て い ま し た が ， 今 日の 自然世界 ， 地球環境 は ， 今や 「政治」 的課題 と

な っ て い る の で あ り ま す 。

「国破 れ て 山 河 あ り」 と い う 山河 もそ の よ うに し て

厂歴 史」 に な っ た ，
い や ， 今 ま で 隠 され て い た そ の 歴史性が 露 わ とな っ て き た

の で は な い で し ょ うか 。 山 河 の 総 体 と し て の 地 球 が ， 政 治 課 題 と な っ た の で あ

りま す 。 今や 「山河 」 は ， 新 しい 国々 の 共 同体 の 力 の 結集 に よ っ て 守 られ な け

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一 144 一

れ ば な りま せ ん 。 そ し て こ れ は ， 今や 地 球 規模 の 最大 の 共 同体 の 形 成 と い う，

あ の ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 的視野 の 課題 と し て 現実化 し て きた の で あ ります 。 ソ連

崩壊 後 の 世 界史 的 時 代 の 課 題 と ， ま た こ の 地 球環 境問題 に 直面 し 出 し た 世界 史

的時代の 課題 と
，

い か な る 思想 を も っ て 取 り組 む こ とが で き る か ， わ た し は ニ

ー バ ー が わ た し の 恩 師 で あ る だ け で な く，
こ の 新 しい 世界 史的 時代 に 生 き る す

べ て の 者 た ち の 師 表 た る べ き神 学者 で あ る と思 い ま す 。 な ぜ な ら
， 今 や 世界 は

「歴 史化」 し て ， 歴史的世 界 が 人 間 に 生 き る 現実 で あ る こ とが 明 ら か に な り，

そ し て 歴 史 は 一
レ

ー ヴィ ッ トが 見 た よ う に一 「神学 」 な し に は 取 り組 む こ

との で き な い 神学的現実 だ か らで あ りま す 。 そ の よ うな時代 に
，

レ ー ヴ ィ ッ ト

の 諦 観 は ，
バ ル ト と は 別 の 根拠 か ら

， し か し倫理 的 に は 類 似 し た 無責任 な態 度

と な る の で は な い で し ょ うか 。
レ ー ヴ ィ ヅ トの 場合 ， そ れ は 無責任 な逃避 と な

る だ け で あ りま す 。 そ れ 故 に
， 新 し い 時代 は ，

ニ ー バ ー
の 思 想が 必 要 で あ り ，

そ れ に 学 ん で 立 た ね ば な らな い と思 うの で あ りま す 。

　 ニ ー バ ー の 歴 史 の 現 実 と の 取 り組 み は ， 深 く神 学 的 で あ ります 。 そ の よ うな

もの と し て
， そ れ は 「神学」 の 現代的妥 当性 を示 す もの とな っ て い る の で あ り

ま す 。 思想 史的 に は ，
ニ ー バ ー は ， そ の 歴 史神学 に よ っ て

， 中世 の トマ ス ・ ア

ク ィ ナ ス の ま さ に 対 極 に 立 つ 神 学 者 で あ る と い う こ とが で き ま す 。
と い うの

は ， トマ ス ・ ア ク ィ ナ ス に お い て は ， 世界 は コ ス モ ス 的 で あ り， 自然法 的 で あ

り， そ こ に 立 っ て 彼 は 神 学 し た の で あ りま す が
，

ニ ー バ ー に お い て は
， 世界 は

完全 に 歴 史化 され た 世界 で あ り， そ の 歴史的現実 と真向か ら取 り組 み ， そ れ に

直 面 し つ つ 神学 す る の で あ りま す 。 そ の こ と に お い て
，

バ ル ト と は 異 な っ た 意

味で （こ れ に つ い て は 拙著 『バ ル ト』 参照）， 中世的 トマ ス ・ ア ク ィ ナ ス と は

対 極 に 立 つ 神 学者 な の で あ りま す 。
こ の 歴 史 的現 実 は ， 宗教 改革 以 後 の 変動 の

所 産 で あ ります 。 そ の 変動 に プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム は 関与 し て き ま し た 。 テ ィ

リ ッ ヒ が ， 絵 画 的 と音 楽 的 ， 空 間的 と時 間的 と い う対 立 図式 を も っ て カ ト リ シ

ズ ム と プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム を対 比 説 明 し ます が ， プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム は
，

時間 の 次元 ， 歴史的現実 と取 り組む べ き運命 と責任 を も っ て い る の で あ り ま

す 。 こ うし て ニ ー バ ー は ，
プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム の 運 命 を担 っ た 真の プ ロ テ ス
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タ ン ト神 学 者 と し て ， そ の 対 極 に 立 っ て い る の で あ り ま す 。 宗 教 改革 以来 の プ

ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム は ， こ の 歴 史的 現実 と出会 わ ね ば な ら な い の で あ り ま す 。

そ れ と取 り組 む 神学的 試 み が ，
ニ ー バ ー に お い て 初 め て

， 打 ち 出 され た
， そ の

こ と故 に ニ ー バ ー は 記 念 され る べ き な の で あ り ま す 。 世 界 が 歴 史化す る 現 代 ，

そ し て 日本 の 新 し い 国際社会 で の 使 命 が 問わ れ て い る 今 日 ， 日本 に お い て こ の

神学者 の こ と が こ の よ うに し て 記 念 され る こ と は ， 決 し て 無意味 で は な い と思

うの で あ りま す 。

　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　 （1992 年 6 ．月 19 日 ・於 東京芸 術劇 場大会 議場 ）
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