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死 の 教義学的考察

近 　藤 　勝 　彦

　 1． 死 と教 義 学

　宗教 学者岸本英夫が
， 癌 を告知 さ れ ， 最初 の 手術 を受 け た の は ， 50歳の 時で

あ っ た と 言わ れ る 。
そ れ か ら の ほ ぼ 10年間， 彼 は ， 壮絶 と も言 え る死 との 葛藤

を 経 験 し
， 「死 を み つ め る 心 」 を 書 き綴 っ だ ｝

。 そ れ は
， 近 代科学 に よ っ て 養

わ れ ， 既 成宗教 か ら離れ た 日本 の 知 性 が ， 死 に 直面 し て 「借 物 で な い 死 生 観 1

を 求 め た 精神 的格 闘 を 示 す もの と し て
， 貴 重 な記 録 の

一一
つ に な っ て い る 。 そ の

中で 彼 は 言 う。 「生 命飢餓状態 に お か れ た 人 間 が ，
ワ ナ ワ ナ し そ うな 膝 が し ら

を抑 え て ，

一
生 懸 命 に 頑 張 りな が ら ， 観 念 的 な 牛 死 観 に 求 め る もの は 何 で あ る

か 。 何 か
，

こ の 直接的 な は げ し い 死 の 脅威 の 攻 勢 に 対 して
， 抵 抗 す る た め の 力

に な る よ うな もの が あ りは し な い か と い う こ とで あ る 。 そ れ に 役立 た な い よ う

な 考 え 方 や 観 念 の 組 立 て は ， す べ て ， 無 用 の 長 物 で あ る ］2）
。

こ う して 「借 物

で な い 」 「力 に な る 」死 生 観 と して
， 彼 が つ い に 到 達 し得 た 立 場 は

， 死 を 「別

れ の と き」 と して 理 解 す る 立 場 で あ り， 「宇宙 の 霊 」 に か え り ， 「宇 宙 の 生 命

力 」
3 ｝の 中 に と け 込 む と い う立 場 で あ っ た 。 そ こ に 彼 は あ る 安心 を見 出 し た か

に 鼻 え る 。 彼 の 死 を み つ め る葛藤 の プ ロ セ ス は ま こ と に 激 烈 で あ っ た と思 わ れ

る 。 しか しそ の 到達 し た と こ ろ は ， 結論 に お い て は意 外 に 素朴 な 疑 似宗教 的観

念の 世界 で あ っ た と 言 わ な けれ ば な ら な い で あ ろ う。 彼 に 身 近 な研 究者 の 間 に

も ， そ の 結論 は i陳腐 」
4 ）で あ っ た との 批評 を 産 ん で い る 。 彼 の 激 烈 な 経験 の

意 味 は ， 死 に 直面 して の 「借 物 で な い 死 生 観 」の 必 要性 を 自覚 させ た 点 に あ る
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と と も に
， 死 の 理 解 と死 へ の 対応 の た め に は ど う し て も宗教的 な も の が 不 可 避

で あ る こ と を ， そ の 意図 に 反 し て 示 し ， ま た 合 わ せ て 一 個 の 人 間 の 自作 の 疑 似

宗教的立 場 が い か に 陳腐 な もの に 止 ま ら ざ る を 得 な い か を も結 果 的 に 示 し た と

こ ろ に あ っ た と言 っ て よ い で あ ろ う。

　 と こ ろ で ， キ リ ス ト者が 信仰 に よ っ て 生 き
， 礼 拝 と献 身 の 生 活 を

一
筋 に 歩 ん

で い く と き，
そ の 生 き方 と思想 が 「借物 の 観念」 で あ る は ず は な い

。 また真 の

神 を 真 に 神 と し ， そ の 神 の 御 計 画 の 中 に 自 ら の 生 を 込 め て 献 身 す る と き ， 死 の

問題 は ， な お 依然 と して 多 くの 「謎」 を残 し な が ら も， す で に そ の 骨子 に お い

て 解決 さ れ て い る と言 っ て よ い
。 そ の 意 味 で

， 「身 体 の 甦 り と永 遠 の 命」 を信

じ
， す で に 「永 遠 の 安息 日 を始 め て い る 」 （ハ イ デ ル ベ ル ク 信仰問答第 103問）

キ リ ス ト者 の ， 礼拝 と献 身 の 生 活 は ，
そ れ 自体 の うち に キ リス ト教的サ ナ トロ

ジ ー を す で に 含蓄 し て い る 。 問題 は ， そ れ を ど れ だ け概 念 や 表 象 に よ っ て 自覚

と理 解 に もた らす こ とが で き る か とい う点 で あ る 。
三 位

一
体 な る 神 へ の 信仰 と

キ リ ス ト と 聖 霊 に よ る そ の 礼拝 の 生 活 に お い て す で に 与 え られ て い る 死 の 問題

の 解決 を ， 学 的 に パ ラ フ レ イ ズ す る こ と は ， 教 義学 の 課 題 に 属 す る 。 教 義 学

は
，

こ の 課 題 を ， キ リス ト教 的 伝 統 の 死 生 観 の 動 揺や 崩壊 に 直面 し つ つ （そ こ

に は ， た と えば魂 の 不 死 の 観念 ， 死 後 の 生 の 観念 の 解消 ， 罪 と死 の 共属関係 の

曖 昧 化 な どが あ る ）， また 近 代 的 な 死 の 理 解 や 無 理 解 に 抗 し て （そ こ に は 生 の

此岸性 の 感覚， 自殺 の 頻発 ，
生 の 技術的取 り扱 い な ど が あ る ）， さ ら に は 日本

の よ う な 異 質 な 宗教的死 の 観念 に 抗 し て （生 と死 の 連続感 ， 祖 先 崇拝 ， 生 成流

転 や 転生 の 観念 な どが あ る ）， 遂 行 し な けれ ば な ら な い
。

そ うす る こ と に よ っ

て
， 教 義学 は

， 信 仰 者 と して の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 確保 の 中で 死 との 実 存的 対

面 に 備 え を な す こ と に もな る で あ ろ う。

　死 の 神学的考察 は ， も ち ろ ん 教義学的考察 に よ っ て 尽 き る もの で は な い
。 今

日， 高度技術 が 医療 に 与 え た さ ま ざ まな 可 能性 か ら ， 死 を め ぐる種 々 の 倫 理 問

題 （脳死 ， 臓器 提 供 ， 安 楽 死 ， 尊 厳 死 の 問題 な ど ） が 出現 し て お り， 臨 終 に お

け る新 た な 牧会問題 （タ ー ミナ ル ・ ケ ア ） を も生 じ さ せ て い る 。 死 の 神学的考

察 は ， そ うし た 死 の 倫 理 学 や 臨終 の 牧会学 と し て も企 て られ な けれ ば な ら な
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い 。 しか し， こ こ で の 主 題 は ， 特 に そ の 教義学 的考察 で あ り， 死 の 意味 の 教義

学 的理 解 で あ る 。 死 の 教 義学 的理 解 は ， 死 の 倫理 学や 臨終 の 牧 会 学 に と っ て も

そ の 神学的基 盤 を形 成 す る こ と に な ろ う。 と こ ろ で ， 死 の 教義学的考察 に 限定

す る に し て も ， な お そ れ は 多岐 に 渡 っ て い る 。 教 義 学上 の ロ キ か ら 言 っ て も，

死 は
， 創造 論 ， 人 間論 ， キ リス ト論 ， 聖 霊論 ， サ ク ラ メ ン ト論 ， 終末論な どに

関係 す る 。
つ ま り は死 の 問題 は教義学 の 全体 に 関わ る 。 こ こ で そ の す べ て を尽

くす こ と は で き な い 。 わ れ わ れ は 当然 そ の 内 の い くつ か の 点 に 問題 を 限定 しな

けれ ば な らな い で あ ろ う。

　2． 「罪 の 結果 」 と して の 死

　わ れ わ れ は ， まず 「死 の 本 質 」 を ど う理 解 す る か とい う 問題 か ら始 め た い
。

使徒パ ウ ロ は ， 死 を 「罪の 報酬」 （ロ マ 6 ・23） と言 い
， 「最後 の 敵」 （

一
コ リ

15 ・26） と語 っ た 。
こ の パ ウ ロ の 死 の 理 解 は ， 死 と罪 と を関連 さ せ て 理 解 し て

い る点 と ， 死 を克服 さ れ る べ き事 態 と して 理 解 し て い る点 に 特徴が あ る 。 「罪 」

と の 関連 づ け に よ る 「死 」 の 理 解 は ， 旧 約 聖 書 か ら
一

貫 し て い る 。 「死 」 と

「罪 」 との 関連 は ， 両者が と もに 神 か らの 「分 離 」 を意味 して い る こ と に 明 ら

か で あ ろ う 。 罪 は 神 か らの 分 離 で あ る が ， 神 は 生 命 の 源 泉 で あ る 。 そ れ ゆ え ，

神か らの 分 離 は ま た 死 で あ る と い う こ と に な る 。 「主 を賛 美 す る の は
， 死 者 で

は な い 」 （詩編 115・17
， イ ザ ヤ 38 。 18） と 言 わ れ て い る ゆ え ん で あ る 。

こ う し

て よ り厳 密 に 言 う と
， 神 か ら の 分 離 で あ る 罪 の 「結 果 」 と して ， 死 が あ る と い

う こ と に な る 。
ユ ン ゲ ル は 死 を 「関係喪 失 」 （Verhaltnislosigkeit）5）と規 定 す

る が
， そ れ は まず第

一
義的 に は 生 命 の 源 で あ る 神 との 関係喪 失 と し て 理 解 され

な け れ ば な ら な い 。

　 と こ ろ で ， 上 記 の よ う に 罪 との 関 連 に お い て 死 を理 解 す る場 合 に も ， な お 詳

し くは 二 つ の 可能性 が あ る と思 わ れ る 。 そ れ は ， 「罪 の 報 酬 を 罪 の 本質上 の

「結 果 」 と し て 理 解 す るか ， そ れ と も罪 に 対 す る 「刑罰」 と し て 理 解 す る か の

二 つ で あ る 。 「裁 き」 と し て 「呪 い 」 と して の 死 と い う と き
， 「神 と の 分 離」

「関 係 喪失 」 そ の もの が す で に 裁 き と し て 「死 」 で あ る と 理解 す る か ， そ れ と
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もそ う した罪の 結果 に対 し， 神か らの 外的な処置 が 「死」 と して な され る と考

え る か の 違 い で あ る 。 そ こ で テ ィ
ー リケ は 「裁 きの 死 」 と 言 い

， ア ル トハ ウ ス

は 「裁 き の 行為 」 と 言 い
，

ブ ル ン ナ ー は 「神 の 怒 りの 反作用」 と言 う
6）

。 他 方

バ ネ ン ベ ル ク は た だ 「罪 の 本質 的 結 果 」 と し て の 「神 か ら の 分 離 」 を 言 う7）
。

ユ ン ゲ ル は死 の 定義 と して
， 「死 と は生 の 関係 が 完全 に 破壊 さ れ た 関係喪失 の

出 来事 で あ る」
8）と語 る 。 た だ し ユ ン ゲ ル は こ れ を 「罪 に よ る 神 関 係 の 喪 失 」

と し て で な く， 「人 間 の 生 の 有限性 の 表現」 と して 理 解 し て い る 。
こ れ は ま た

，

次 に 論 ず べ き も う
一

つ の 問 題 と関連 す る 。 わ れ わ れ は こ こ で は ， む し ろ 「関係

喪失」 とい う用語 を 「神 か らの 分離」 と し て
，

さ ら に そ こ か ら 当然 の 結果 と し

て 自己 関 係 の 喪 失 ， 他 者 な ら び に 共 同体 との 関係喪失 を も意味 す る もの と し て

使 用 す る こ とが で き る と思 う。 神 と そ の 生 命 か らの 分離 は
， 「人 間 の 生 の 多次

元 的統合」
9＞の 観 点 か ら言 っ て ， 神関係 の 喪失 に 止 ま ら ず ， 神 関係 の 喪 失 は ま

た 同時 に 全 体 的 な 出来 事 と し て 包 括 的 な分 離 と な り， 包 括 的 な 関 係 喪失 と な る

か ら で あ る 。

　 と こ ろ で
， 神 か ら の 分離 で あ る 罪 の 結 果 と して

， 死 が あ る と い う こ の 理 解

は， 当 然 ， 生 命が 神 か ら きて い る と い う神学的生 命理 解 を前提 に して い る 。 生

命 は 神 の もの で あ り， 神 は 「生 け る も の の 神」で あ る 。
こ の 関連 に お い て

， 聖

霊 は 「命 の 霊 」
1°）で あ る こ と に も注 目す る 必 要 が あ る で あ ろ う 。 三 位

一
体 の 神

は ， 「生 け る神」 で あ り， 「生命の 源 」 で あ り ， 「生命 の 主 な る 神」 で あ る 。

　 3． 神 の 創 造 に 死 は あ る か

　わ れ わ れ は ， 以 上 ， 「罪 の 本 質 的 結 果 」 と し て の 「神 か ら の 分離」， 従 っ て 生

命 か らの 分 離 ， しか も全体的分離 ， 全体的関係喪失 と して の 死 で あ る と い う理

解 を 語 っ た 。 こ れ に 対 して ， 死 に は も う
一

つ の 理 解 が な さ れ る場 合 が あ る 。 そ

れ は ， 死 を 「創 造 の 秩序 」 に 適 っ た も の と見 ， あ る い は 「自然 的 な死 」 を語 る

行 き方 で あ る 。
こ う した 傾向は ， 特 に 18世 紀 以 後 の 神 学 に 顕 著 に 見 られ る よ う

に な っ て き た 。
シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー は ， 「罪 の な い と こ ろ に も死 … … が 見 ら

れ る 」 ゆ え に ， 死 と 「罪 と の 関 連 は た だ 間接的 な 関連 に す ぎな い 」 と述 べ て い
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る
11）

。
こ の よ う に

， 罪 との 関連 を 別 に し た も う
一

つ の 死 の 理 解 を主 張 す る 場

合 ， 死 は 「人 間 の 被 造性」 に 根拠 を持 つ と さ れ る 。 そ こ で
，

こ の 見方 をす る神

学者 は ， 大体 ， 死 の 二 つ の 意 味 を主 張す る こ と に な る 。
つ ま り， 「罪 の 結 果 と

して の 死 」 と 「人 間 の 被 造 性 と し て の 死 」 の 二 義 で あ る 。

　 こ の よ うに し て ， 教義学 的 な死 の 理 解 に 二 つ の 類 型 が 区 別 さ れ る こ と に な

る 。

一 方 は 「罪 の 結 果 と し て の 死 」 の み を 言 う立 場 （テ ィ
ー リケ ，

バ ネ ン ベ ル

ク ） と
， 他 方 「死 の 二 義 」 を主 張 し ， 「人 間の 被造性」 に も死 を 見 る立 場 で あ

る 。 後者 に は
，

バ ル ト，
ブ ル ン ナ ー

， ア ル トハ ウ ス
，

ユ ン ゲル な どが い る 。 も

っ と も シ ュ マ ー レ ン ベ ル ク は ， 死 の 理 解 の 教 義 学 的 な 類 型 を さ ら に 三 っ に 分

け， 「裁 き と して の 死 」 （テ ィ
ー リケ ）， 「自然的死 へ の 解放 と して の 死 」 （バ ル

ト， テ ィ リ ッ ヒ
，

ユ ン ゲ ル ） に 対 し ， 第 三 の 調 停 的 な 類 型 と し て 厂裁 き ， 解

放 ， な ら び に 自然 と し て の 死 」 （ア ル トハ ウ ス ） を配 置 し て い る
’2》

。 し か し，

ア ル トハ ウ ス の 主 著 Die　Christliche　Wahrheit．　Lehrbuch 　der　Dogmatik ，1947

に よ れ ば ， 彼 が 「二 つ の 死 」の 立 場 に 立 っ て い た こ と は 明 らか で あ る 。 な ぜ な

ら彼 は ， 「創 造者 の 恵 み の 秩序 と して の 死 と ， 裁 き の 行為 と して の 死 ， こ の 両

者 が 同時 に 堅 持 さ れ な け れ ば な ら な い 」
13 ）と 語 っ て い る か らで あ る 。

ブ ル ン ナ

ー も また 「二 つ の 死 」の 主張者 で あ る 。 その こ と は 彼 の 主著 Dogmatiklll
，
1960

に 明 らか で あ る 。 な ぜ な ら ブ ル ン ナ ー も 「創 造 さ れ た 身体 性 の 自然 の 結 果 」 と

して の 死 と 「人 間 の 罪 に 対 す る 神の 反作 用 」 と して の 死 と を 見て い る か らで あ

る
14 ＞

。

　 こ の 「死 の 二 義」の 理解 ， 特 に そ の
一

面 で あ る 「人 間の 被造性 」 の 中 に 死 を

見 る 見 方 の 代 表 は ， な ん と い っ て もK ．バ ル トで あ る 。
バ ル トに よ れ ば， まず，

「わ れ わ れ 人 間 に 事 実 出会 う死 は ， わ れ わ れ に 対 す る 神 の 裁 き の し る し で あ

る 」 （725）’5）
と言う。 そ こ で ， 人 間 の 有限性 に つ い て も， 「人 間 の 現 存 在 の 有限

性 は 事 実 と し て そ の 罪 性 の 影 の 中 に あ る 」 （739） と言 わ れ る 。 し か しバ ル ト

は ， 「人 間 の 生 の 有限性 は ， 彼が な ん ら罪 人 で な く罪 過 の 人 で な か っ た と き ，

始 め か ら そ れ 自体 と し て あ の 影 に あ っ た の で は な い 」 （766） と も言 う 。 そ こ

で
，

二 つ の 死 の 概念 が 区別 さ れ る。 罪 の 影 の 中 に あ る 事実上 の 死 と ， 有 限性 そ
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れ 自体 に お け る死 で あ る 。
こ の 二 つ は 区別 さ れ な くて は な ら な い と ，

バ ル トは

言 う。 「終 わ り と 呪 い
， 死 ぬ こ と と刑罰 ， 死 と死 の 裁 き ，

こ れ ら そ れ ぞ れ の 区
コ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　　

別 は た だ 可 能 な の で は な く， 必 然 で あ り
，

た だ 単 に 許 さ れ て い る の で な く， 命

じ られ て い る」 （769） と 。
つ ま り，

バ ル トに よ れ ば ， 死 が 「神 の 裁 き の し る

し」 で あ る の は ， た だ 事実 と して そ う な の で あ っ て
，

そ れ 自体 と して そ う な の

で は な い
。 「本来的 に して 真 の 形 態 に お い て は ， 死 は ， 人間 の 本性 （Natur）

に 属 し て い る」 （770） と言 う の で あ る 。 こ こ で 「人 間 の 本 性 」 と は 「時間 の 中

に お け る人 間的存在 の 有 限性 」 （773） の こ と で あ る 。
こ う して ， キ リ ス トの 十

字架 の 死 に よ っ て もた ら さ れ た 救 済 は ， 「不 自然 な死 か ら の 解 放 」 で あ り， 「永

遠 の 生 へ の 解 放 」 で あ る が
， 「そ れ は ま た 自然 的 な死 へ の 人 間 の 解 放 で もあ る」

（777） と も言 わ れ る こ と に な る 。 「人 間 の 死 は それ 自体 と し て 創造者 の 秩序 に

従 っ て そ の 被 造 物 の 生 に 属 し ， そ れ ゆ え被造 物 に と っ て 必 然 的 で あ る 」 （779）

か ら で あ る 。

　 こ の 主張 に つ い て わ れ わ れ は ど う考 え る べ き で あ ろ うか 。

一
体 ， 人 間 の 有限

性 は本来死 ぬ こ と を意 味 して い る の で あ ろ うか
。 神 は ， 人 間 を有限 な被造物 と

して 創 造 す る こ と に よ っ て ， 始 め か ら そ の 創造 行 為 の 中で 死 を 創 造 さ れ た の で

あ ろ うか 。 こ の 立 場 は い くつ か の 点で 疑問 を引 き起 こ さ ず に は お か な い
。 まず

第
一

の 問題 点 は ， な ん と い っ て も こ の 見解 は 聖 書的 典 拠 に 乏 しい と い う点 で あ

る 。
バ ル トもそ の 自説 に お い て 明確 な 聖書 の 箇所 を挙 げる こ と が で き て い な い

よ うに 見 え る 。 彼 が 挙 げる 箇所 は
，

一
つ は ， 「わ た しは 正 しい 人 が死 ぬ よ うに

死 に ， わ た しの 終 わ りは彼 ら と同 じ よ うで あ りた い 」 と い う箇 所 （民 23 ・10）

で あ り， も う
一一

つ は
，

ア ブ ラ ハ ム と イサ ク が 「長寿 を全 う して 息 を引 き取 り，

満 ち足 りて 死 ん だ 」 とい う箇 所 （創 25 ・ 8 ， 同 35 ・ 29） で あ る 。 し か し 後 者 の

箇所 に つ い て は
，

バ ネ ン ベ ル ク の 以 下 の よ うな反 論 が あ る 。 「社会的 な 生連関

に 対 し て 人 間の 自己 理 解 が 個別化 して くる と共 に 巨大 な 歴 史 的 転換 が 生 じた

が
， （そ れ らの 箇 所 は ） そ の 転 換以 前 の 時代 に 属 す る 死 へ の 姿 勢 を 表 現 し て い

る」
’6）もの だ と言 うの で あ る 。

い ずれ に せ よ
，

そ れ らの 聖 書 の テ キ ス トが ， 「神

の 創造 の 秩序 に よ る人 間 の 有限性 に お け る死 」 を語 っ て い る と読 む に は ， 不十
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分 な 箇所 だ と言 うほ か は な い で あ ろ う。 ア ル トハ ウ ス は さ ら に コ リ ン ト第
一

第

15章 45節や 創世 記 第 3章 19節 を挙 げて 「創 造 の 恵 み の 秩 序 と して の 死 」 を語 ろ

う と す る 。 しか し ，
こ れ も不適 切 と言わ な け れ ば な ら な い で あ ろ う。 最 初 の 人

ア ダ ム は 「命 の あ る生 き物 と な っ た 」 とい う言 葉 か ら ア ダム は 「神 に よ っ て死

す べ き も の と し て 造 ら れ た 」
17）と い う理 解 を 引 き 出す こ と は ， 理 解 に 苦 し む 。

ま た 創 世記第 3章 19節 は ， ま さ に 死 と罪 との 関連 を語 っ た 箇 所 で あ っ て ， 「創

造 の 恵 み の 秩序」 と し て の 死 を 語 っ た 箇所 で は な い
。

　 こ の 立 場 の も う
一

つ の 問題点 は ， 「キ リス トの 復 活 」 の 理 解 と 矛 盾 を生 じ さ

せ る 点 に あ る 。 「復 活 した キ リス ト」 は ， 当然 ， 死 を克服 し た 存在 で あ る 。 し

か し ， そ の こ と に よ っ て キ リ ス トは 「マ コ トニ 人 」， す な わ ち 神 と の 区別 を も

っ た ， そ の 意味で 有限性 に お け る人 で あ る こ と を 止 め て は い な い 。 死 が 人 間 の

本 性 で あ る と し た ら
， 復活者 キ リス トは 人 性 を放棄 した こ と に な ら ざ る を得 な

い で あ ろ う 。

　 こ れ に は さ ら に 同様 に 第三 の 問題 点 が 付 け加 わ る 。 キ リス トに あ る者 た ち に

は 「復活」 の 希望 が あ る。 しか し 「自然的 な 死 へ の 解放」 に は
， 「本質的 な死 」

に対 す る 肯 定 が 意 味 さ れ て し ま い
， そ の 死 の 克服 と して の 復活 を語 る こ とが で

き な くな る の で は な い か 。 こ の 行 き 方 は ， 復 活 を 厂死 の 別 面 」 と し て 解 釈 し な

お す こ と に 帰着 し ， そ れ は 身 体 性 を も っ た復 活 の 希望 とは 両立 し な い で あ ろ

う。

　 こ の 立 場 は ， 第 四 に
， 「神 の 国 に お け る人 間」の 理 解 と矛 盾 す る 。 神 の 国 に

お い て 人 間 は 死 を 克 服 し て い る 。 そ こ に もは や 死 は な い
。 しか し そ こ に お い て

も人 間 は被造物 で あ り ， 有限で あ りつ づ け る 。 神の 国 に お い て
， 人 間 は被造物

と して 有 限 性 に あ る が ， し か し死 は な い 。 つ ま り人 間 の 本 質 に お い て ， 有 限 性

と死 と は 区別 され な けれ ば な らな い で あ ろ う。

　 「人 間 の 有 限性 と して の 死 」 とい う見 解 に 対 し て 断然 批判 的 な の が バ ネ ン ベ

ル ク で あ る 。
バ ネ ン ベ ル ク に よ れ ば ， 有限性 ゆ え の 自然 的 な死 を本質 的な死 と

し ， 他 方罪 人 に 対 す る 神の 怒 りの 表 現 と して の 死 を想定す る こ と は ， 「た だ 信

仰 者 だ け が
， 怒 る 神 に 気 づ く」 ゆ え に

， 「罪 の 意識 を含 む信 仰 意 識 に と っ て の
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み ， 死 は罪 に 対 す る 神 の 裁 き と し て 現 わ れ る」 （307）18 ）こ と に な る と 言 う 。 そ

して
， 「も は や 死 の 客 観 的 な 事 実 で は な く， た だ そ の 経験 の 主 観的 形 式 だ け が

罪の 結果 として 理解 され る」（306） こ とに な る と主 張す る。
バ ル トの 言 う 「事

実 と し て の 裁 きの 死 」 も 「死 の 経験 の 単 な る 主観的形 式の 事 実性」で は な い か

とバ ネ ン ベ ル ク は疑 うわ け で あ る 。

　 そ れ で は
，

バ ネ ン ベ ル ク は 「創 造 に お け る 死 」 を全 く語 ら な い か とい う と ，

必 ず し も そ う で は な い
。 彼 の 言い 方 で 言 う と

， 「被造的現 存在 の 有限性 と は 区

別 され ， た だ 罪 と の 結合 に お い て
， 死 は神 の 創造 の 構 成 部 分 で あ る 」。 「ソ ロ モ

ン の 知 恵」 に は 包 み 隠 し な く， 「神 は死 を創 造 さ れ なか っ た 」 （1 ・13） と あ る

が ， これ を引用 しな が ら ，
バ ネ ン ベ ル ク は 言 う 。 「しか し神学 は ， 人 間 の 死 と

類 比 的 な あ る事態 を生 け る もの の 全領域 に お い て ， つ ま り過 渡 性 の 重 荷 の 下 に

呻 い て い る生 け る もの の 全 領域 に お い て 承認 し な けれ ば な ら な い 1 （313） と 。

こ う し て 人 間 の 罪 に お い て ， また 人 間 に 対 す る罪 や 死 の 支配 に お い て 最 も顕 著

に 現 わ れ る 「罪 と死 の 関連」が
， 生命の 進化 の 人 間以前の 段階に そ の 前史 を持

っ て い る と い う 「デモ
ー ニ ッ ク な動態」（313） を指摘 す る 。 しか し こ の 場合 も

バ ネ ン ベ ル ク は
一 貫 し て 「罪 と死 の 関連」 を考 え て い る こ とに 注 目す る必要が

あ る で あ ろ う 19）
。 それ は ， 既 述 の よ うに 被造物 の 有限性 そ の もの に 所 属 す る も

の で は な い
。 そ こ で ，

バ ネ ン ベ ル ク は 「有 限 性 」 に 換 え て
， 「独 立 化」 （Ver −

selbstandigkeit ） を死 の 人 間 学 的 な 場 所 と して 理 解 す る 。 「神 に 対 す る 人 間 の

生 の 遂行 の 独 、匿化 は
， 人 間 の 罪 の 特徴 で あ る 」

2 °）と言 う 。 し か も こ れ は
， 人 間

以 外 の 生 の 過 渡性 に も対応 す る と考 え ら れ る 。 つ ま り
， 人 間 の 堕 罪の 結果 と し

て 全被造物 に 死 が 入 っ て き た と考 え る の で な く， 「人 間外 の 自然 ， 特 に 生 物 に

お け る独立 化の 諸傾向 と ， 人 間の 罪の 間 に は ， 構造 的 な 類 比 の 兆候 」が あ る と

見 る。
こ の 「類比」 とい う捉 え方で ，

バ ネ ン ベ ル ク は
一

方 で は人 間 の 場 合 に は

他 の 被造 物 と異 な り死 に 対 す る人間の 「責任」 を問 い
， か つ 他方 で ， 人 間 の 死

と全 自然 に お け る過渡性 との 共 属 性 を指摘 す る こ とで ， 「死 は 罪 の 結果 で あ る」

とい うパ ウ ロ 的な 思 想 と矛盾 しな い よ うに 気 を配 っ て い る 。

　 しか し そ れ に して も こ の バ ネ ン ベ ル ク の 思想に も， まだ不明瞭 な点が 残 され
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て い る よ う に 思 わ れ る 。 人 間以 外 の 被造物 に お け る 「独 立 化 の 諸傾向」 は 神 の

創 造 に よ る 。 従 っ て 「罪 と死 の 関連」 の 「前史」 は 神 の 創造 に よ る こ と に な る

で あ ろ う。 それ で は 人 間 の 場 合 ， 人 間 は 「独 立 化」 に お い て 創 造 され た の で あ

ろ うか 。 そ れ と も ， 「独 立 化 」 は す で に 人 間 の 責任 に よ る の で あ ろ うか
。 あ る

い は ， 人 間 は 「独立化 の 諸傾向」 に お い て 創造 さ れ ， 「独立 化」 へ と堕 罪 し た

こ と に な る の で あ ろ う か 。
バ ネ ン ベ ル ク は ， 和解 に お い て 独 立 化 は 受 容 さ れ ，

終 末 に お い て そ れ は 完成 す る と 見て い る 。 しか し そ れ で は
， 堕 罪 が 受 容 さ れ ，

また 完成 さ れ る こ と に な ら な い で あ ろ うか
。

　神 の 創造 の 働 き と死 の 関係 に つ い て ， わ れ わ れ は ， 今 日依然 と し て ア ウ グ ス

テ ィ ヌ ス の 次 の 見解 を ， 熟考 す る に 値 す る と 考 え る 。 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス は ， 神

の 創 造 の 世 界 に は 「死 の 可 能 性 」 は あ る が
， そ の 「事 実性」 は な い と考 え

た
21 ）

。
エ ラ ー トが

“

Potentialis
”

（可 能 法 ） と し て の 死 に つ い て 語 っ て い る の

は ，
こ の 流 れ に あ る こ と を意 味 し て い る

22 ）
。 しか し そ れ は ， そ れ に 陥 らな い こ

と に よ り， そ れ が 克 服 され る こ とに よ っ て
一

層 ゆ た か に 神 を賛 美 す る こ との で

き る 「可 能 性 」 で あ ろ う 。
こ の 「可 能 性 」 に よ っ て

， 神 は人 間 を始 め か ら死 す

べ き も の と し て 創 造 さ れ た の で は な い
。 生 命 へ と創造 さ れ た 。 そ して 神 の 国 に

お い て 「復 活 1 に よ る 「永 遠 の 生 命 」 の 成 就 に よ っ て
，

こ の 「可 能 性 」 が 克服

さ れ る と き ， そ れ は
， 創 造 の 破壊 で は な く， 創造 の 成就 と な る 。 死 の 可 能 性 を

も っ て 造 られ た 人 間 が ， そ の 可 能 性 を克服 さ れ る こ と に よ っ て ， 人 間 存 在 と し

て 成 就 さ れ る の で あ る 。
こ れ に 対 し て

， 「死 す べ き人 間」 を 「創造 の 恵 み の 秩

序」 と考 え ， 死 を人 間 の 本質の 定 義 に 含 ませ て 考 え る こ と は ， そ れ を神 の 最初

の 意 志 と し， 死 の な い 人 間 の 完 成 を 神 の 最 後 の 意 志 と す る こ と に な り
， 神 の 中

に 意 志 の 分裂 ， あ る い は 正 反 対 の 意 志 の 転換 を持 ち 込 む こ と に な る
23 ）

。 し か

し ， そ れ で 神 を真 に 神 と し て 理 解す る こ と に な る で あ ろ うか 。 こ れ に 対 し ， 創

造 の 世界に 「死 の 可 能性」 は あ る が 「事実性 1 は な い と し ， 神の 創 造 の 意 志 は

生 命の 成 就 に 向 か り て い る と の 理 解 に よ り ， 創 造 と 神 の 国 の 本 質 的 な 関連 を 理

解 し， 同時 に 事実死 す 人 間 もま た ， 神 の 側 か ら は創 造 の 御手 の 関 連 に 置 か れ 続

け る こ と を 表現 す る こ と が で き る と 思 わ れ る 。 死 の 事実性 は 神 の 創 造 に よ る も
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の で は な い
。 し か し ， そ れ も ま た 神 の 創造的 な 意志 か ら 離 れ る こ と は で き な

い
。 わ れ わ れ は

， 神の 創 造 と
， キ リス トの 死 と 復活 に 示 さ れ た 神 の 救済 と ， そ

して 神 の 国の 完成 の 歩 み の 中 に ，
三 位

一
体 な る 神 の 意志 の 三 位

一
体 的遂行 を見

て 賛 美 す る の で あ り ， そ こ に 意 志 の 分裂 や 正 反対 の 転 換 な ど を指 摘 す る も の で

は な い
。

　 4． キ リス トに あ る 死

　 イ エ ス ・キ リ ス トの 死 と復 活 の 出 来事 は ， 死 の 意 味 と現 実 と に 決 定 的 な 変 化

を も た ら した 。 死 の 教義学的考察 は ，
こ の 変化 を把握 し な くて は な ら な い 。 キ

リス トは 「す べ て の 人 の た め」（ニ コ リ 5 ・ 14）「わ た した ち の た め に 」 （
一

テ

サ 5 ・ 10） 死 な れ た 。 そ れ ゆ え ， 「敵 で あ っ た と き で さ え
， 御 子 の 死 に よ っ て

神 と和解 させ て い た だ い た の で あ れ ば ， 和解 さ せ て い た だ い た 今 は ， 御子 の 命

に よ っ て 救 わ れ る の は な お さ ら で す 」 （ロ マ 5 ・10） と言 わ れ る
。 今 や 「キ リ

ス ト と共 に 」 （ロ マ 6 ・ 8 ，
コ ロ 2 ・ 20） 「キ リス トの た め に 」 （ロ マ 14 ・ 8 ）

「キ リス トの も の と し て 」 （ロ マ 14・ 8 ）死 ぬ こ とが 許 さ れ る 。 そ こ で ，
パ ゥ

ロ は 「わ た しに と っ て 生 き る と は キ リス トで あ り， 死 ぬ こ と は 利益 な の で す 」

（フ ィ リ 1 ・ 21） と言 い
， 黙 示 録 に は 「今 か ら後 ， 主 に 結 ば れ て 死 ぬ 人 は幸 い

で あ る 」 （14 ・13） と言わ れ る 。 死 は 今 や ， 「こ の 世 を去 っ て ， キ リス トと共 に

い る 」 （フ ィ リ 1 ・ 23） こ と と な っ た 。 「キ リス ト と共 に 1 に よ っ て 神 か ら の 分

離 ， 関係喪失 が 克服 さ れ る 。 死 は もは や 「キ リス ト ・ イエ ス に お け る神 の 愛 か

らわ た した ち を 引 き離 す こ と は で き な い 」 （ロ マ 8 ・ 39）。 キ リス トに あ っ て 死

は も は や そ の 支配力 ， 破壊力 を 失 っ て い る 。 そ れ は ， 死 の 死 た る ゆ え ん で あ る

「分離」 の 力 ， 「関係喪失」 の 力 を 神 に 対 し て 喪 失 し て い る 。 神 に 対 し て 死 の

死 た る ゆ え ん の 分離 の 力 を喪失 して い る とい う こ と は
，

さ ら に 他 の 人 間や 世界

と の 「分離」や 「関係喪失」 に もあ る 変化 を 引 き起 こ さ な い わ け に は い か な

い 。 こ う し て
， 死 は

， な お ど ん な に 恐怖 を伴 っ て い る と して も， キ リス トの 死

と復活 の ゆ え に 「軽 い 死 」24）とな っ た 。 従 っ て ， し ば し ば ， 死 は 人 生 の 最大問

題 で あ る と言 わ れ るが
， 教 義学 的 考察 に と っ て は ， 死 は もは や 人 生 の 最 大 問題
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で は な い
。 父 ， 子 ， 聖 霊 な る三 位

一
体 の 神 とそ の 救済 の 御業 ， 御 国 の 完成 こ そ

が 最大 の 問 題 で あ る 。

　 しか し ， そ れ で は 「キ リ ス ト と共 に 」 に よ っ て ， な ぜ 神 か らの 分 離 は 克 服 さ

れ た の で あ ろ う か
。

こ の 点 を さ ら に 厳 密 に 理 解 す る こ と が 可 能 で あ り，
ま た 必

要 で もあ る 。 そ の 道 は ，

一
つ は 「キ リ ス トの 死 と復活 」 に お け る 「神 と死 の 関

係 」 を 明 ら か に す る道 で あ る 。 そ こ で 「キ リス トの 死 と 復 活 」 に お け る死 に 対

す る神 の 勝 利 ，
つ ま り死 に よ る神 か らの 分離 に 対 す る神 に よ る

一
致 と関係 に よ

る勝 利 が 明 らか に さ れ る 。 キ リス トの 死 に お い て 神 か ら の 分 離 は ， 神 の
一

致 ，

な い し神 か らの 関係 に よ っ て 克服 さ れ た 。 神 の 生 と愛 が
， 死 の 分 離 に 勝 利 し

た 。 そ の 際 ， 「キ リ ス トの 死 」 を 「御 子 に お け る 神 の 死 」 と し て 理 解 す る か

（バ ル ト），
そ れ と も 「神 に よ っ て 復活 さ せ られ た 方 の 死 」 と し て 理 解 す る か

（バ ネ ン ベ ル ク ）の 違 い が あ る 。 前者 で は
， 死 は 三 位

一
体 な る神の 中に 取 り込

ま れ ， 死 の 分 離 の 力 は 三
一

論 的 な 神 の 内 的 関 係 の 中 で 克 服 され る 。 御 父 と御 子

の
一

体性 が ， 死 の 分離 を内 に 含 み つ つ 克服 す る 。 そ れ に 対 し後者 で は 神 は ど こ

まで も死 の 外 に 留 ま る 。
バ ネ ン ベ ル ク の 言葉 を 引用 し て み よ う 。 「神 は 死 な な

い
。 し か し神 は ， 彼 と結合 し た 人 間 を死 な しめ た 。 そ して

， 死 そ の もの の 中で

そ の 人 間 を捉 え て 離 さ な い
。 そ れ に よ っ て 逆 に ， そ の 生 が 死 の 手 に 帰す あ ら ゆ

る 人 間 に 対 して ， 死 に もか か わ らず ， ま た 苦 悩 と死 に ゆ くた だ 中 に あ っ て ， 神

と の 交 わ りが 開 か れ る 」
25 ）

。
バ ネ ン ベ ル ク に よ れ ば， 「パ ウ ロ は 繰 り返 し神 の 御

子 の 死 に つ い て 語 っ て は い る が
， キ リス トの 死 に お け る神御 自身 の 死 を言 う思

想 は新約 聖 書 に と っ て 異 質 で あ る 。

… … 神 の 御 子 は そ の 人 間 的 本性 に 従 っ て
，

十 字 架 に 死 な れ た 」
2a ）と い う 。

　 こ こ に は ， 御 子 な る神 の 犠牲 に お け る死 に 対 す る勝 利 を ， 三
一

論的 な神 の 内

的 交 わ りに よ る 死 の 克服 と して 語 る か ， そ れ と も神 に と っ て 外的 な 人 間 との 神

の 交 わ りに よ る死 の 克服 と し て 語 る か の 違 い が あ る 。 キ リス ト以 外 の 人 間 の 死

の 場合 の 神 と人 間 との 交わ り は
， 言 う ま で もな く， 後者 の 意味 で の 交 わ りで あ

る 。 し か し問題 は ， そ れ を 可 能 と す る 根 拠 た る キ リ ス トの 死 に つ い て も， そ れ

と同
一

の 事 態 と して 考 え て よ い か で あ る 。 同
一

事態 が ， 他 の 同
一

事態 の 根拠 と
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な り得るで あ ろ うか 。 そ れ は ， も う
一

つ の 例 を増 や す こ と に な るだ けで は な か

ろ う か 。
バ ネ ン ベ ル ク の 言 う 「人 間 性 に 従 っ て 死 ん だ 」 と い う だ け で は ， 「キ

リス トの 死 」 の エ フ ァ パ ッ ク ス が十分適切 に 表現 さ れ て い な い の で は な い か と

疑 わ れ る 。
バ ネ ン ベ ル ク に も確 か に キ リ ス トの 死 の エ フ ァ パ ッ ク ス は あ る 。 し

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　ロ　 　 　　　 　 　 　　 　 　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

か し ， そ れ は も っ ぱ らキ リス トに お い て 起 こ っ た復 活 に よ る もの で あ っ て ， 御

子 な る神 の 死 と して の エ フ ァ パ ッ ク ス で は な い
。 そ れ は ， 万 人 の 復活 が 起 こ る

以 前 で の エ フ ァ パ ッ ク ス で あ っ て
， 永 遠 の エ フ ァ パ ッ ク ス で は な い

。 わ れ わ れ

は ， む し ろ 「御子 に お け る 神 の 十字架上 で の 犠牲」 を独
一

的 に 語 り， 父 と子 と

聖 霊 の 交 わ り に よ る キ リス トの 死 の 受 け止 め ， そ し て そ の 克服 を語 る べ き だ と

思 う 。 死 は 神 か らの 分離で あ る が
， 御 子 に お け る 神 は御 父 との 分 離 を そ の 極 み

に ま で 担 っ た 。 極 み に ま で 担 う仕 方 で 御子 は 死 の 猛 威 を 受 け ， そ れ を 担 い
， 神

は そ の 三 位
一

体 の 交わ りの 中に 死 を受 け止 め ， そ の 猛威 と し て の 分離 の 力 を三

位 一
体 の

一 致 に よ っ て 克服 し た の で あ る 。 そ れ ゆ え こ の キ リ ス トの 死 に 基 づ い

て 「キ リス トに あ る 者 の 死 」 が
， も は や猛 威 あ る 死 で は な くな っ た の で あ る 。

「キ リス トの 復活 」 ゆ え に 死 は そ の 猛 威 を 失 っ た と言 っ て もよ い 。 しか し 「御

子 に い ま す神 の 死 」 の ゆ え に 死 は そ の 猛 威 を失 っ た と も言 う べ き だ と思 う 。

　 「キ リス ト と共 に 」 な ぜ 神 との 分 離 の 克服 が あ る か ， も う
一

つ の 解 明 の 道 は

聖 霊 に 注 目す る こ と で あ る 。 聖 霊 は 命 の 霊 で あ り
， 愛 の 霊 で あ る 。 そ れ は

， 御

子 の 死 に よ る分離 の 力 を克服 す る 。 そ れ は ま た ， 信 仰 の 霊 で あ り，
サ ク ラ メ ン

トの 霊 で あ る 。 「キ リ ス ト と共 に 」 は 聖 霊 に よ っ て 信仰者 に 現 実 化 す る 。 聖 霊

は 「命 の 霊」 で あ っ て ， か つ 信仰 とサ ク ラ メ ン トの 霊 で あ る 。 再 生 や 栄化 と
，

生 命 と は 同
一

の 霊 の 働 きで あ る 。

　 と こ ろ で ， 「キ リス トに あ る 者 の 死 」 は ， ま た 「キ リス トの た め の 死 」 で も

あ る 。 こ れ は
， キ リ ス トに 担 わ れ つ つ

， キ リス トを証 し ， キ リ ス トを 指差 す 死

で あ る 。 そ れ が キ リス トの も の と さ れ た キ リス ト者 の 死 で あ る 。
こ れ は は た し

て 「自然 死 」 と い うべ き も の で あ ろ うか 。
バ ネ ン ベ ル ク は ， 18世 紀 以 降 に 現 わ

れ た 「自然 死 」 の 主 張 の 意味 を 「罪 との 関連 に お け る死 」 の 「心 理 学化」 に 見

た 。 し か し も う
一

つ
， 近 代 に お け る 「殉 教 死 」 「証 人 死 」 の 価値評 価 の 低 下 と
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関連 し て い る こ と に も注意す べ きで あ ろ う。 近代以降 ， 人類 の 死 の 経験 の 中

に ， 「自殺」の 問題 が 大 き く入 り込 ん で き た 。 こ れ も ま た 「殉 教 死 」 「証 人 の

死 」 の 喪 失 と関連 して い る
2η

。
バ ル トは 「自然 死 」 を 卞張 しつ つ 「殉 教 死 」 を

評価 し な か っ た
28 ）

。 し か し ， 現代 の 死 の 問題 は ， 「自然 死 」 を追 い 求 め る こ と

に よ っ て 取 り組 む こ と が で き る で あ ろ うか 。 た と え ば 近 年 の 自殺 の 急 増 に 対 し

て 「自然死 」 を待 つ こ とに よ っ て 答 え る こ とが で き る で あ ろ うか
。 そ うで は な

くむ し ろ
， 何 の た め

， 誰 の た め に 生 き
，

そ れ ゆ え 何 の た め ， 誰 の た め に 死 ぬ か

と い う 「意味 の あ る死 1， 「証言死 1「殉 教 死 」 の 理 解 に よ っ て は じ め て そ れ に

答 え る こ とが で き る で あ ろ う 29 ｝
。 ま た ， 高 齢 化 社 会 の 死 の 問 題 や 今 日 の 医 療 と

死 の 倫理 学 ， 臨終 の 牧会学 を 「自然 死 」 の 追求 に よ っ て 解決 す る こ とは で き な

い で あ ろ う。 「自然死 」 の 追 求 で は な く， 「キ リ ス トに 結 び つ い て そ の 死 の 様 に

ひ と し くな る」 （ロ ー マ 6 ・ 5 ）， あ る い は 「キ リス ト と共 に 死 ぬ 」 と い う仕 方

に よ っ て そ れ らの 解決 は 示 され る で あ ろ う 。 キ リス トの 死 と の 「類似性 」や キ

リ ス トの 死 と の 「結合」 が 重 大 で あ る 。 「キ リス トの 死 との 結合 」 や 「キ リ ス

トの 死 と の 類 似 性」 は
， 「証 言 死 」 で あ る 。 カ ル ヴ ァ ン の 言 い 方 で 言 え ば ， 世

界 と と も に キ リ ス ト者 の 生 と 死 も 「神 の 栄 光 の 劇 場 」 と し て の 「証 言 の 生 と

死 」 に な る 。 「生 き る に も死 ぬ に も ， わ た し の 身 に よ っ て キ リス トが あ が め ら

れ る 」 （フ ィ リ 1 ・20 ） た め で あ る と パ ウ ロ は 言 う 。 「生 に お け る 証 言 」が あ る

よ う に
， 「死 に お け る 証 言」 もあ る わ け で あ る 。 キ リ ス ト証言 は ， 生 を貫 く よ

う に
， また 死 を も貫 い て い る 。

　 バ ル トは や が て 後年 ， 「証 人 と し て の キ リ ス ト者」 に つ い て 語 り， そ の 関連

で 特 に 「困 窮 の 中 に あ る キ リ ス ト者 」 に つ い て 語 る よ う に な る 。 そ こ で は ， キ

リス ト者 に お け る 「キ リス トの 死 の 比 喩」
3°）に つ い て も積極的 に 語 られ て い る 。

「キ リス トの 死 の 比 喩 と して の 死 」 は ， も は や 「自然 死 」 と言 うべ き で は な い

で あ ろ う 。 そ こ で は ， 「キ リ ス トの 死 に よ る 自然死 へ の 解放」 で は な く， キ リ

ス トの 死 に あず か っ て
， そ の 比 喩 と し て 死 ぬ 1証 言 死 」 が 言 わ れ て い る か らで

あ る 。 そ れ は
， 本来 の 姿 に お け る 「殉 教 死 」 と 言 っ て も よ い も の で あ る 。 「殉

教 」 とい う 藷葉 も そ の 本来 の キ リス ト証 言の あ り 力 で 理 解 す れ ば
， 「敬 虔 な キ
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リス ト者は誰で も， その 日そ の 口に不可視的な殉教を経験 し て い る 」 と も言い

得 る か らで あ る
31）

。

　5， 死 後 の 生 命 に つ い て 語 る こ とが で き る か

　キ リス ト教 神 学 は ， 伝 統 的 に 「魂 の 不 死 」 に つ い て 語 り， 「死 後 の 生 命」 に

つ い て 語 っ て き た 。 もち ろ ん 「魂 の 不死 」 は元 来 ， 聖 書的 な表象で は な く，
プ

ラ ト ン に典 型 的 に 見 られ る よ う に ギ リ シ ャ 哲 学 の 表象 で あ る 。
プ ラ トン に よ れ

ば ， 人 間の 魂 は神的 な ロ ゴ ス に 参 与 す る こ と に よ っ て そ の 不死 性 に あ ず か っ て

い る 。
こ の 神 的 永遠性 へ の 参 与 に よ る 人 間の 魂 の 不死 性 は ， キ リス ト教神学 に

取 り入 れ られ る こ と に な っ た 。 た だ し
， 今 日 ， こ の 不 死 の 理 解 に は疑 問 が 提 出

さ れ て い る 。

一
つ に は そ こ に 前 提 さ れ て い る心 身分離 の 人 間観 が 聖 書 的 で な い

こ とが 指 摘 さ れ る 。 そ の こ と は ， 「身 体 の 復 活 」 こ そ が 聖 書的 表 象 で あ る こ と

に よ っ て 根 拠 づ け られ る 。
そ して 他 方 ， 死 の 全 体 性 ， 全 的 人 間 の 死 （Ganztod ）

の 思 想 が あ る 。 死 は 魂 と 区別 さ れ た 身体 と い う人 間 の 部 分 の 死 で は な く， 人 間

全体 の 死 と し て 理 解 され る 。 人 間 の 魂 も ま た 死 ぬ
。

し か し そ れ で は ， 死 は人 間

存在の 最後 で あ っ て ， 「死後 の 生 命」 に つ い て 語 る こ と は で き な い の で あ ろ う

か
。

　 キ リス トの 死 と復活の 出来事 を通 し て ， 神か らの 分離 ， 関係 喪失 と して の 死

が
， キ リス トに あ る者 を な お 神の 愛 か ら引 き離せ ず ， そ の 者 が 神 関係 の 中 に 入

れ られ て い る と す る と
，

キ リス ト教神学 は 「死 に よ っ て 破 ら れ な い 神 関 係」 を

語 り， さ ら に そ れ に 基 づ い て 「死 の 彼方の 生 」 に つ い て 語 る こ と に な る で あ ろ

う。
そ れ は ， 「魂 の 不 死 」 に よ っ て で は な く， 死 ん で 復 活 した キ リス トと 共 に

神 との 交わ りの 中に 入 れ られ て い る こ とに よ る 「死 後 の 生 」で あ る 。 人 間 は 身

体 に よ っ て も， 魂 に よ っ て も， 死 を越 え た存在 の 原 理 を 自己の 内に 所有 し て は

い な い
。 死 に お い て は ， 人 間の 全体 が 死 ぬ

。 しか し ， そ の 死 の た だ 中で ， 死 を

越 えて ， そ の 人間 に 対す る神 の 関係 は 存続 す る 。 人 間 は 内的 に も主体的に も，

死 を越 えた 存 在 の 原理 ， 存 在 の 力 を保持 し て は い な い が ， 関係 を造 り続 け る神

の 愛 の 力の 中 に 捉 え られ 続 け る 。 「あ な た が た の 生 命 は キ リス ト と共 に 神 の う
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ち に 隠 され て い る」 （コ ロ 3 ・ 3 ） と 言 わ れ る 通 りで ある 。 自己 に お け る 存在

の 全的死 に もか か わ ら ず， キ リス トに お け る存在 ， キ リス ト と共 に 神 の うち に

あ る存 在 は 存 続 す る 。 神 に 知 られ た る 自己 が 存続 す る 。
こ う し て ， 魂 と 身体 の

分離 の 意味 で の 魂 の 不 死 に つ い て 語 る こ とは で きな い が
， 人格存在の 死 に もか

か わ らず ， 神 の 永遠 の 生 命 に よ る捕捉の 力 ， 神の 愛の 創造的 な 力 に よ っ て
， 人

格 は そ の 根 本的受 動性 に あ っ て 不滅 で あ る と 言 う こ とが で き る 。
こ の 意 味 で は

教義学 は ， 「死 後 の 生 命」 を語 る こ とが で き る 。 死 は こ う し て ， 「全的 な死 」 で

あ りな が ら
， キ リ ス トの 死 と復 活 に よ る 神関係 の ゆ え に 「通 過 点 」

32 ）
に な る と

も言 い 得 る 。 人間 は ， 存在 の 主体 と し て は死 に ， 神関係 に お け る 神の 創造的 な

御業 の う ち に ， そ の 関 係 の 中 の 根本 的受 動 態 と して 存 続 し続 け る 。

　た だ し ，
こ こ で の 存在 の 原理 が

， 神 に よ る神関係 で あ り， 神 の 捕捉 で あ る と

い う こ と は ， テ ィ リ ッ ヒ の よ う に 「永遠 の 生 命 へ の 参 与 」33）と 呼 ぶ こ と が 正 確

か ど うか は 問題 に な ろ う。 人 間 は ， 死 に お い て 永遠 の 生 命 に 自 らの カで 参 与 す

る こ と は で き な い
。 人 間 は あ く ま で も受 け身 で あ っ て

， 神 の 愛 の 捕捉 に 委 ね ら

れ る 。 とす る と ， ブル ン ナ
ー

の 言 う 「通 過点 」 も よ り厳密 に は説明 を必 要 と す

る 。 死 を挟 ん で
， そ の 前後 に 変 わ ら な い 人 間存在 が存続 す る とい う意味 で ， 死

は 「通 過 点」 な の で は な い
。 人 間 の 「全 的死 」 を挟 ん で い る 。 従 っ て 踏 み越 え

る こ との で きな い 「中断」 が そ こ に は あ る 。 人 間 と して は そ の 向 こ う に 越 え る

こ と の で き な い こ の 「終わ り」 を ， も っ ぱ ら神 の 関係的 な 愛 の 創 造 的 な 力 が 越

え る ゆ え に ， 死 は 「通 過 点 」 と され る の で あ る。
こ こ で は 参与 や 通 過 の 主体的

存 在 と して 人 間 に つ い て 語 る こ と は で き な い 。 と す る と， 死 後 の 生 は ， 神 関 係

の 中で 全 く受 け 身 に 神 の 創 造 的 な愛 の 力 に委 ね られ て い る
。 人 格存在 と して の

ま っ た き完 成 は ， 他者 と の 交 わ りの 再 建 も含 め て
，

さ ら に 「復活」 の 表 象 に よ

っ て希望 され て い る将 来 の 出来事 に 待た れ な け れ ば な ら な い 。

　 「全 的死 」 が 「通 過 点」で あ る と い う こ と は
， 「全 的死 」そ れ 自体 が ， 人 間

の 生 の 「完結」 を意味 し て は い な い とい う こ とで もあ る 。 死 は全 体的 な 死 で あ

る が ， そ れ 自体 が 人 間 の 生 を全 体性 へ と もた ら し
， 完結 へ と もた らす の で は な

い
。 死 に よ る完成 の 思 想 を聖 書 的 と言 う こ と は で き な い で あ ろ う。 こ の 点 に お
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い て ， わ れ わ れ は ハ イ デ ガ ー に よ る死 の 理 解 に 対 す る カ ー ル ・ ラ ー ナ ー の 批 判

を 受 け 入 れ る こ と が で き る 。 人間的生 をそ の 全 体性 に もた ら し
， 完結 へ と もた

らす の は ， 死 で は な く神 で あ り， 人 間の 死 や 死 へ の 行 為 そ の も の で は な く， 神

の 創 造 的 な行 為 で あ る
34 ）

。
ペ ー ル マ ン は 「死 は福音 で あ り ， 救済 で あ る」 と語

り， 「死 は キ リ ス ト と の 破 れ ざ る 交 わ り を 開 く」
35 ）と言 う。 し か し ， 「キ リ ス ト

と の 破 れ ざ る交 わ り」 を 開 くの は ， 死 そ れ 自体 で は な く ， ま た 人 間 が 死 ぬ こ と

そ れ 自体 で もな い
。 そ うで は な く， そ れ は ， キ リス ト御自身 で あ り， また 聖 霊

の 働 き で あ る 。 人 間 は ， 神 の 働 き に 身 を委 ね る機会 と し て
， 死 を根本的受動性

に あ っ て 過 ご す の み で あ る 。 人 生 の 完結 や 完成 は
， 終 わ り の 復活 に 希望 さ れ

る 。
こ の 主 張 を も っ て わ れ わ れ は ，

一
種 の 「中 間 状 態 」 の 主 張 に 接 近 し て い

る 。 死 と完 成 を 区別 す る か ら で あ る 。 しか し ，
こ の 場 合 に も カ ト リ ッ ク 的 「煉

獄」 の 思 想 は 問題 に な らな い
。 死 に お け る根 本的受 動性 を 言 う とい う こ と は

，

死 後 の 生 に お け る人 間主体 の 働 き に よ る歴 史 や 漸進 的成熟 に つ い て は 語 ら な い

とい う こ と を 意味 す る か らで あ る 。

　 6， 復活 と神 の 国

　死 の 教 義学 的 考 察 は
， キ リス ト論 的 な 死 の 考 察 と と もに

， 「死 の 終末論」 を

含 む
。

パ ウ ロ に よ れ ば ， 「こ の 朽 ち る もの は 必 ず 朽 ち な い も の を着 ，
こ の 死 ぬ

もの は必 ず 死 な な い もの を 着 る 」 （
一

コ リ15 ・ 53）。 そ して 「最後の 敵 と し て 滅

ぼ さ れ る の が
， 死 で あ る 」 （15 ・ 26） と い う。 「死 の 終末論」 と は ， 「死 人 の 復

活」 に よ る 「死 の 滅 び 」 で あ る 。

　 と こ ろ で
， 教 義学 に お け る死 の 終末論 と終末 に お け る復活 を め ぐる考察の 中

で 問 わ れ る 問題 の
一

つ は ， 「こ の 世 を 去 っ て ， キ リス ト と共 に い る」 こ と は ，

す な わ ち 直 ち に 「復 活 」 を意 味 す る の か と い う問題 で あ る 。
こ の 問題 は さ らに

言 い 直 せ ば， 「神 の うち な る 自己」， 詳細 に は 「神関係 の 愛 の 創 造的 な 力 に よ っ

て 捕 捉 さ れ た 自己 」 の 存続 を 死 を越 え た 彼 方 に 理 解 す る こ と は
， 「復 活 」 と 同

一
の こ とな の か

， それ と も 「死」 と 1復活」 の 間 に
， な ん らか の 「中間状態」

を想定 す る の か と い う問題 で あ る 。 キ リス ト論 的救 済 に お け る 死 の 理 解 は
，

そ
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の ま ま直 ち に 終 末 論 的 完成 の 死 人 の 復 活 で あ ろ うか 。 こ の 問題 は ， 近 年 ，
ロ ー

マ ・カ トリッ ク神学 に お い て も論 じ られ て い る が 36 ）
， プ ロ テ ス タ ン ト神 学 の 中

で は ，
バ ル トに 対 す る ク ル マ ン の 批 判 を思 い 起 こ さ せ る 。 そ の 後 の こ と を言 え

ば ，
ユ ン ゲ ル はバ ル トに 連 らな り

，
バ ネ ン ベ ル ク は角度は 異 な るが ， ク ル マ ン

と同様 「中 間状 態 」 を想 定 して い る と思 わ れ る 。

　バ ル トが 表 明 し ，
ユ ン ゲ ル が 継 承 し た 「復活 」 の 理解 は ， 「永 遠 化」 （Ver −

ewigung ） と い う概念 に よ っ て 特徴 づ け ら れ て い る 。
バ ル トの 言 葉 を 引 用 し て

み よ う 。 「何 らか の 仕 方 で 際 限 の な い 将来 へ と生 が 継続 さ れ ， そ の 将来 に お い

て 何 らか の 仕 方で 生 が 変 化 させ られ る と い う こ と が
， 新 約聖 書的 な 希望 が 人 間

の 死 の 彼方 に 期待 して い る こ とで は な い
。 そ うで は な く， ま さ に こ の わ れ わ れ

の 終 わ る 生 が 永 遠 化 さ れ る こ と で あ る 」3η
。

こ の 「永 遠 化 」 の 概念 を 受 け て ユ

ン ゲ ル も言 う 。 「死 人 の 復 活 は ， 生 き て き た 生 の 集 合 ， 永遠 化 ， そ し て 啓 示 で

あ る 」38 ）
。 「有 限 な 生 は ， 有 限 な も の と し て 永 遠 化 さ れ る 」

39 ）と も言 わ れ る 。
こ

れ は ， 生 き ら れ た生 そ の もの が 救済 され る こ と を意 味 し ，
こ の 生 か ら救済 さ れ

る こ と を言 う の で は な い
。

　ク ル マ ン に よれ ば，
バ ル トの 見解 の 問 題性 は

， 「す べ て の 人 に と っ て か らだ

が 変 え られ る の は ， そ の 死 の 直 後 で あ る」 こ と を 意味 し て し ま う と こ ろ に あ

る 。 そ れ は ， 死 人 は も は や 畤 」の 中に 存在 し な い か の よ うだ と ク ル マ ン は 言

う
4 °｝

。
つ ま り， ク ル マ ン は 「死 者 の 時 間性」 を問題 に す る 。 死 人 も 1時 」 の 中

に あ っ て
， 主 の 来 臨 や 体 の 復 活 を待 っ て い る の だ とい う 。 そ こ で

， 死 と復活 の

間の 「中間状態」 の 問題 が で て くる 。 ク ル マ ン に よ れ ば ， 「世 を去 っ て ， キ リ

ス トと共 に い る」 （フ ィ リ 1 ・23） と い う テ キ ス トや そ れ と類 似 の 箇所 は ， 「終

わ りの 日 の 復活」 を意味 し て い る の で は な く， 「中間状態」 を意味して い る 。

こ の 「中 間状 態 」 に お い て も キ リス トの 復 活 は ， 終 末 の 先 取 り と し て 力 強 く働

き ， 死 者 は キ リ ス トと共 に い る の で あ る 。 しか し ｝中間状態」 と して キ リス ト

と 共 に い る の で あ っ て ， 復 活 は な お 残 さ れ て い る 。
こ う し た 「中 間状 態 」 と そ

の 「時間概念」 に は 批判 もあ る で あ ろ う 。 た と え ば ， テ ィ リ ッ ヒ は
， 「復 活 」

を 「本質化」 と し て 捉 え て
， あ る意 味で バ ル トの 「永 遠 化 1 と類 似 の 立 場 に 立
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っ が
， あ の 中間状態 と そ の 時 間 論 に は 次 の よ うな 批判 を述 べ て い る 。 「か らだ

の な い 中 間 状態 の 観 念 は ， 生 の 多 次 元 的 統
一

の 真 理 に 矛 盾 し， 死 後 の 生 に 計 量

す る こ と の で き る 時間の 非神話的適 用 を含蓄 して い る 」
4’，と 。

　 と こ ろ で ，
バ ネ ン ベ ル ク も また バ ル トの 「永遠化」 の 思 想 に 反対 す る 。 彼 の

批 判 の 第
一

は ， 復活 は 「神 の 新 し い 生 へ と入 る こ とで あ っ て ， わ れ わ れ の 地 上

の 生 の 単 な る永 遠 化 で は な い
。 そ れ は

， 神 の 栄光 の 光 の 中 で の わ れ わ れ の こ の

生 の 栄化 ， 変貌 を 意味 す る 」42）と い う 。 しか し こ の 点 の 批判 は バ ル ト批 判 と し

て ど こ ま で 適確か な お 疑問が あ る 。 とい うの は
，

バ ル トに お い て も 「死人 の 復

活」 は ， 「移行 と変化」 の 出来 事 で あ っ て
， 「そ の 生 の 時 に キ リス トに お い て あ

っ た そ の 人 間 の 生 の 開示 と栄化」
43）で あ る とされ て い るか らで あ る 。 「栄化 と変

貌 」 の 観点 だ け で は バ ネ ン ベ ル ク の バ ル ト批 判 は ま だ 不 明瞭 ， あ る い は 不 十 分

な ま ま で あ る 。
バ ネ ン ベ ル ク は明 ら か に バ ル トの 「死 人 の 復活」 の 理解 の 背後

に は ， 「キ リス トの 復 活 」 に つ い て の バ ル トの 理 解 の 問 題 性 が あ る と 読 み 取 っ

て い る 。 そ れ は ，
バ ル トの 「キ リ ス トの 復 活 」 の 理 解 は

， 十字架 の 意味 の 厂啓

示」 と し て の 復活 とい う理 解 に な っ て い る と い う問題 で あ る 。 そ こ で 厂永遠

化 」の 思 想 の 中 に も ， そ れ ま で に 生 き ら れ た 人 生 の 「啓 示 」 と し て 復 活 を理 解

す る とい う復活理 解 が あ る と見 て い る の で あ る 。 しか し，
こ れ ま で 生 き ら れ た

人 生 が キ リス トに あ っ た 人 生 で あ っ た こ と の 啓 示 は
，

バ ル トに よ れ ば 同時 に

「栄化」 で もあ る 。
こ の 点 で の バ ネ ン ベ ル ク の バ ル ト批判 は 不十分 に 終わ っ て

い る と言 わ な けれ ば な らな い
44 ）

。 しか し こ の バ ル ト批 判 の ほ ぼ 20年 後 ，
バ ネ ン

ベ ル ク は再 び 「死 人 の 復 活 」 に つ い て そ の 『組 織 神学』第三 巻 に お い て 論 じ て

い る 。 こ こ で は 表 面 バ ル トに 触れ て は い な い が ， 彼 は あ の 「中間 状 態 」 に つ い

て 論 じ る 。 そ れ は ，
バ ル トの 復活理 解 に 対 す る も う

一
つ の 批判 と して 受 け取 る

こ とが で き る 。 そ こ で バ ネ ン ベ ル ク は 「死後直 ち に の 復活 」 の 主 張 を 「死 の 中

の 復 活 」 の テ
ー ゼ と述 べ

， 既 述 の 「中間状態」 に 対 す る テ ィ リ ッ ヒ の 批判 と は

逆 に
， そ こ で は 「復活 の 身体性」 が 欠如 して い る こ と を指摘 し て い る

45 ）
。

バ ネ

ン ベ ル ク は
， さ ら に

， 「死 後 直 ち に の 復 活 」 で は個 人 的 復 活 と人 類 的 ， 普 遍 的

復 活 との 結合 が 欠 如 して い る こ と も問題 に す る 。
バ ネ ン ベ ル ク の 言葉 を引用 し
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て み よ う 。 「もし復 活 の 出来事 が ， 根本的 に 個人 の 死 の 時 点 に 起 き ， キ リス ト

の 来 臨 との 結 びつ きで 始 め て 起 き る の で な く理 解 され る な ら ば ，
こ の 出来事 の

身体性 を思 い 描 くこ と は不 可能 で あろ う。 ま た 個 人 の 救済 の 完成 は ， 人 類 の 完

成 との 関 係 か ら乖 離 さ れ ， 独 立 化 さ せ られ て し ま う 。 しか し ま さ に 個 人 の 救 済

の 完成 と人類 の 救済の 完成の 関連 こ そが
， 聖書的 な将来 の 希望の 本質的な契機

な の で あ る 」46 ）
。 こ の 個 人 と人 類 の 関連 は ， よ り

一 般 的 に 言 え ば 「復 活 と神 の

国」の 関連 で あ る 。 神 の 国 との 関連 な き復 活 や ， 逆 に 復活 な き神 の 国 を考 え る

こ と は ， 聖 書 的 で な い と言 わ な け れ ば な らな い で あ ろ う。

　わ れ わ れ は 新約聖 書 の テ キ ス トの 多様性 に つ い て な お 検討 を加 え る必 要が あ

ろ う し ， 死 や 復 活 を め ぐ る 時 間概 念 に つ い て も ． 考 察 す べ き課 題 を残 し て い

る 。 しか し復活の 身体性や それ と神 の 国 との 関連 を考 え る こ とは ， 復活 に と っ

て そ の 事柄上 本 質 的 な こ と と思 わ れ る
。 死 が 全 体 死 で あ る とす れ ば ， 「復 活 」

は さ ら に 多次 元 的 な 生 の 統合 的復 活 を意味 し ， 「全体 的復活」 と言 わ な けれ ば

な ら な い
。

そ れ は た だ ， 「心 身統
一

」 だ け の 問題 で は な い で あ ろ う。 そ こ に は ，

人 格 的生 の 社会的次元 も含 ま れ る は ずで あ る 。 復活 は ， 人 格的生 の 全 的復活 と

して
， 神 の 国 に お け る 神 の 民 の 交 わ り と い う新 し い 関 係 の 再建 で も あ る 。

　 こ の 点 で 興味深 い の は ， テ ィ リッ ヒ の 指摘で あ る 。 テ ィ リ ッ ヒ は 「復活」 に

つ い て 次 の よ うに 述 べ て い る 。 「復 活 が 主 と して 言 っ て い る こ と は ， 神 の 国 は

存在 の す べ て の 次元 を包括 して い る とい う こ とで あ る 。 全 人 格 は 永遠 の 生命 に

参 与 して い る 。 も しわ れ わ れ が 「本質化 」 と い う言 葉 を用 い る な ら ば ， わ れ わ

れ は 人 間 の 心理 学的 ・精神 的 ・ 社 会 的存 在 が 彼 の 身体 的 存 在 に 含 蓄 さ れ て い

る 。 しか もそ れ は ， 存在 性 を もつ あ ら ゆ る他 の もの の 本質 と の
一 致 に お い て で

あ る ， と言 う こ と が で き る 」 と
47 ）

。 テ ィ リ ッ ヒ の 「本質化 」 は ， 既 述 の よ う に

バ ル トの 「永 遠 化 」 と 類 似 の 概念 と も取れ る が ， あ き らか に 身体性 を含 ん で い

る とい う 。 そ こ に は ， 1中心 化 され 自意 識 を も っ た 自己 」
48 ）が 想 定 さ れ ， ま た 復

活 の 永 遠 の 生 命 に は 「時間 と変 化 が 共存 す る 永遠」
49 ）が 構想 さ れ て い る 。 彼 に

よ れ ば ， 死 後 た だ ち に 起 こ る復 活 は 「身体 性 」 欠 如で は な い か との 批判 は ， 当

た ら な い こ とに な る 。 しか し そ の 場 合，
さ ら に

， 死 後 た だ ち に 起 き る各人 の 復
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活 が 同時 に 終わ りの 日 の 復活で あ り， キ リス トの 来臨 と神の 国の 完成 で ある と
　 　 　　 　 　コ　　 　の 　 　　　 　 　 　■　 　 　の

い う独 自の 時間 論 を展 開 し な けれ ばな らな い で あ ろ う 。

　7． 死 者の た め に 祈 る こ とは可 能 か

最後 に 死 者 の た め に 祈 る こ と は可能 か と い う問題 を取 り上 げて み た い
。 こ の

こ と は ， 特 に
， 親 し い 者 が キ リス ト を知 らず， ま た は キ リス ト と真 実 に 出会 う

こ と な し に 死 ぬ と い う経験 の 中 で
， 切 実 な もの に な る 。 日本 の キ リ ス ト者 に と

っ て ，
こ の 問題 は ほ とん ど不 可避的 な問題 で あ る 。 死者 の た め の 祈 りは ， 特 に

キ リス ト との 交 わ りな し に 死 ん だ 人 間 の 運 命 を め ぐ っ て ， 「執 り成 し」 が 可能

か ど うか とい う問題 に な る 。 愛が 「執 り成 し」 の 祈 りに 至 る こ と は ご く当然 の

こ と で あ ろ う5°）
。

こ れ に 対 し ， 生 前の キ リス ト との 信仰 とサ ク ラ メ ン ト に よ る

交 わ り を欠 如 して い て も， 死 者 は キ リス トの 救 済 に 普 遍 主義 的 に 入 れ られ る と

の 信 念 を固 定化 さ せ て い け ば ，
こ の 問 い は 不 要 と な る 。 しか し， そ れ は そ れ

で
，

そ の 信念 は 地上 の 人 生 の 信仰 的応答の 真剣 さ ， さ ら に は伝道 の 不 可欠 性 を

阻 害 す る と い う別の 問題 を引 き起 こ す こ とに な るで あ ろ う 。

　 「死 者 の た め の 執 り成 し」 は ， キ リ ス トに よ る救済 は ， そ れ を受 け入 れ ず に

死 ん だ 者 に も関 わ り を持 つ と い う信 仰 に お い て な され る 。 しか し そ れ は ， 同時

に 少 な くと もキ リス トを受 け入 れ ずに 死 ん だ者 に と っ て
， 運命の 最後的決定 は

な お 残 さ れ て い る こ と に 基 づ く。
つ ま り ， 「中間状 態 」 が 前 提 さ れ て い る 。 そ

うで な けれ ば， 「執 り成 しの 祈 り」 は 成立 の場 を持 た な い
。 そ れ だ け に テ ィ リ

ッ ヒ が
，

一 方 で 「中 間状 態 」 を否 定 し つ つ
， 他方 「死 者 に つ い て の 執 り成 しの

祈 り」 に 真理 契機 を認 め て い る こ と は ， 彼 の 立 場 の 曖昧さを示 して い る こ と に

な る
51 ）

。 し か し また 「全 的死 」か ら言 え ば ， 死 の 中の ， あ る い は死 の 彼方 の 人

間 の 応答的主体 を想定す る こ と は で き な い
。 中間状 態 の 中 で 死 ん だ 人 間の 主体

的応答や そ の 人 間の 歴 史 的変 化 を考 え る こ とは で き な い
。 そ の 意 味 で カ ト リ ッ

ク 的 「煉 獄」思 想 と の 違 い に つ い て は す で に 言 及 し 炉
2）

。 彼 ら は 「眠 っ て い

る 」 （一 コ リ15 ・6 他 ）。 従 っ て ， 結論 と し て は ， 死 者 に 関す る 「執 り成 し の 祈

り」 は 可能 で あ るが ， 生 き て い る 人間 に 関 す る よ うに
， 継続 的 ， 反復的 ， 具体
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的 に そ れ を な し続 け る こ と に は 意味 が な い
。 そ れ は ， 御 自身 の 御 旨 を な す こ と

に よ っ て 最 善 を な し た も う神 に 信 頼 し委 ね る祈 りに 終 結す る 。 そ し て また ， キ

リス トの ゆ え に 神 に 対 す る全 幅 の 信 頼 を懸 け た こ の 祈 りが
， 地 上 の 生 に お け る

キ リス トに 対す る応答 の 真剣 さ を曖昧 に す る は ず が な く ， 従 っ て 伝道 を 無意味

とす る は ず は な い で あ ろ う 。

1）

2）

3）

4）

5）
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7）

8）

9）

10）
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12）
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　Systematische　Theologie，

　Bd ．　II，　S．307．以下 の 本 文の 引用 後

の 数 字 は ，
こ の 巻 の 頁数 を示 す 。

モ ル トマ ン は ，
バ ネ ン ベ ル ク の 言 う 「デ モ ー ニ ッ ク な 動 態J と対 応 し て ， し

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一 46 一

20）

21）

22）

23）

24）

25）

26）

27）

28）

29）

30）

31）

32）

33）

34）

35）

か し 「罪 と の 関連 」 を拭 い 去 っ て ， す べ て 生 け る も の の 運 命 と し て の 死 を

「創造 に お け る悲劇 の し る し」 と し て 語 っ て い る 。 それ は ， 「罪 の 結 果 と し て

の 死 」 と も ，
また 「自然 死 」 と も異 な る とい う 。 J．　Moltmann ，

　Der　Weg 　Jesu
Christi

，
　MUnchen 　1989，　S．191。

W ．Pannenberg ，　Systematische　Theologie，
　Bd ．　III，　G6ttingen　1993，　S．604．

ア ウ グス テ ィ ヌ ス 『神 の 国 （三 ）』 （服 部 訳 ， 岩 波 文 庫 ）162頁 （厂神 の 国」第

12巻 第 22章 ），
177頁 （第 13巻第 1 章 ） を参照 。

W ．Elert
，
　Der　Christliche　Glaube．　Grundlinien　der　Lutherischen 　Dogmatik

，

5．Aufl ．
，
　Hamburg 　1960，　S．503．

P．Altuhaus
，
　a ．a ．O．

，
　S．419．

E．Brunner，　a ．aD ．，　S．434．

W ．　Pannenberg ，　Grundfragen　systematischer 　Theologie
，
　Bd ．2，　S．157．

Derselbe
，
　Systematische　Theologie，

　Bd ．　II，　S．481 ．強調 は筆者に よ る 。

厂現 代思 想 が 始 ま る ま で は 人 び と は 死 に た い と思 う人 間 と戦 う必 要 は 決 し て

な か っ た の で あ る 」 と い うチ ェ ス タ トン の 言葉 は こ の 点 を 突 い て い る 。 G ・

K ・ チ ェ ス タ ト ン 『著作 集 6 ・久 遠 の 聖 者 』 （生 地 訳 ， 春 秋社 ） 284頁 。

K ．Barth
，
　a ．a ．O ．

，
　S．779．こ の 点で 大木教授 は，

バ ル トと熊野 義孝 を比 較 し，
バ

ル トに対 して 批判 的 で あ る 。 大 木 英 夫 「バ ル ト神 学 と熊 野 神 学」 （竹 森監 修

『熊 野義 孝 の 神 学
一

記 念 論 文 集
一

』 新教 ， 1986年 に 所 収） 134頁以 下 を参照 。

G ・K ・チ ェ ス タ トン 『著作 集 1 ・正 統 と は 何 か 』 （福 田 ・安 西 訳 ， 春 秋 社）

124頁 以 下 ，
A ・ヘ シ ェ ル 『人 間 と は 誰 か 』 （中村 訳 ， 日本 基 督 教 団 出版 局 ）

156頁 を参照 。 ま た 拙著 『教会 と伝道 の た め に 』 （教 文 館 ，
1992年）237頁以 下

を参照 。

K ．Barth
，
　Die　Kirchliche　Dogmatik

，
4．Bd ．3．Teil

，
　ZUrich　1959，　S．732．

H ．F．　von 　Campenhausen，
　Die　Idee　des　Martyriums 　in　der　 alten 　Kirche

，

G6ttingen　1936，
1964 ，　S．174 ．

E ．Brunner，　a ．a ．O ．，　S．435 ．

P．Tillich，　a ．a ．0 ．，　p．433ff．テ ィ リ ッ ヒ は ， 有 限な人 間が 永遠 に し て 無限 な る も

の の 中 に 「取 り入 れ ら れ る」 （take 　into） （p．438） と 語 る が
， ま た そ れ を ，

「参 与 」 （participation ） （p．436）， 「高揚」 （elevation ） （ibid．）， 「本 質 化 」

（essentialization ） （ibid．） と も語 る 。

K ．Rahner
，
　Zur　Theologie　des　Todes ，

　Freiburg　1958，S．36ff．ラ ー ナ ー の 「死

の 神学」 に つ い て は ， 高 柳 俊
一

『カ ー ル ・ラ ー ナ ー研 究』 （南窓社 ， 1993年）

146頁以 下 を参 照 。 た だ しラ ー ナー の ハ イ デ ガ ー批判 は 扱わ れ て い な い
。 ラ ー

ナ
ー

の ハ イデ ガ ー批判 に つ い て は ， Pannenberg ，　 Systematische　 Theologie
，

Bd ．　III，　S．600f．を参照 。

H ．G ，　P6hlmann ，
　Abriss　der　Dogmatik

，
　GUtersloh　1973，

19803
，
　S．332．
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Pannenberg
，
　Systematischc　Thcologie

，
　Bd ．　III

，
　S．622　．

K ．Barth
，
　Die　Kirchliche　Dogmatik

，
3．Bd ．2．Teil，　S．759f、

Juengel，　Tod ，．S．153．

ibid．
，
　S．152 ．

O ．Cullmann ，
　Immortality　 of 　 the　Soul　 or 　 Resurrection 　 of 　the　Dead ？The

Witness　of 　the 　New 　Testament ，　London 　 1958，　p．49． （岸 ・ 間垣 訳 ， 聖 文社 ，

58頁）

Tillich，　a ．a ．O ．t　S．445 ． （土 居訳 ， 新教 ， 525頁）

W ．Pannenberg ，
　Grundfragen　systematischer 　Theologie，　Bd ．2 ，

　S．156 ．

K ．Barth
，
　Die　Kirchliche　Dogmatik

，
3．Bd ．2．Tei1

，
　S．760．

バ ネ ン ベ ル ク の バ ル ト批 判 に つ い て は ， 拙著 『歴 史 の 神 学 の 行方』 （教文館 ，

1993年） 169頁 で 言 及 した 。

ユ ン ゲ ル に お い て も 「死 」 と 「復 活 」 は 表 裏 の 関 係 に お い て 理 解 さ れ て い る 。

そ の た め 彼 は ， 「生 き られ た 生 の 永 遠化 」 と し て あ る 箇所 で は 「復活」 を理 解

して い るが ， 他 の 箇所 で は そ れ に よ っ て 「死 」を理 解 して い る 。 例 え ば
， Juen−

gel，　Tod ，　S．145 を 参 照 。

Pannenberg ，　Systematische　Theologie，
　Bd ．　III，　S．623．

Tillich，　a ．aO ．，　S．440 （土 居 訳 ， 新教 ， 519頁）

ibid．，　p．441 （土 居 訳 ， 521頁 ）

ibid．，　p．446 （土 居 訳 ， 526頁 ）永 遠 へ の 有 限 な る もの の 「取 り入 れ 」の 中で ，

有 限 な る も の の 「中心 化 され 自意 識 を も っ た 自己 」 と し て の 存 在 や 「時 間 と

変 化 」 が 言 わ れ て い る 点 に テ ィ リ ッ ヒ と ト レ ル チ の 「死 の 終 末論」 の 相 違 が

あ る 。 トレ ル チ で は 有限 な 生 の 神的 生 へ の 没 入 ， 消 滅 ， そ れ に よ る 神 的生 の

増 大 の 思想 が あ る 。 E．　Troeltsch，　Eschatologie，　in ：RGG ，　Bd ．　II1，1910 ，　Sp，

630ua ．

こ の 問題 の 論述 は ， P．　Althaus
，
　a ．a ．0 ．

，
S．673 に 見 られ る 。

Tillich，　a ．a ．0 ．
， S．446 ． （土居訳 ， 新教 ，

526頁 ）

現 代 の ロ ー マ ・カ ト リ ッ ク 神 学 に お け る 「煉 獄 」思 想 の 転 釈 の 試み を わ れ わ

れ は ， 例 え ば K ．Rahner ，
　Das 　Leben 　der　Totcn

，
　in：Schriften　zur 　Thcologie，

Bd ，　 IV ， ZUrich　K6eln　 1960
，
　S．429ff．に 見 る こ と が で き る 。
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