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エ ー バ ー ハ ル ト ・ ユ ン ゲ ル の 自然 神学 理 解

下 田 尾 　治 　郎

序

　自然 神 学 と呼 ば れ る 神学思想 の 歴 史 は 長 い
。 キ リ ス ト教 史 に お い て 自然 神 学

は ， 幾多 の 紆余曲折 を へ な が ら も今 日 に い た る まで 神学者 達 の 議論 の 対 象 と な

り続 けて い る 。 そ れ は い か な る理 由 に よ る の だ ろ うか 。 自然神学 の もつ 真 理 性

と は何 か
。 また 自然 神 学 に 誤 りが あ る と し た ら ， そ れ は い か な る点 に お け る 誤

りで あ ろ うか 。 現 代 ドイ ツ の 組織 神 学 者 工
一 バ ー ハ ル ト ・ユ ン ゲ ル は 『対 応 」

と い う論文集 の 中の 「自然 神学 の ジ レ ン マ と そ の 問題 に お け る 真理 」 とい う論

文 に お い て ， ギ リシ ャ 哲 学 か ら現 代神学 に い た る まで の 「自然 神 学 」 の 名称 の

も と に 呼 ばれ る 思 想 の 歩 み を た ど り， そ の 特質 を 明 ら か に し て い る
1）

。
ユ ン ゲ

ル は
， 自然 神 学 が

一
貫 し て 唱 え て き た 主 張 を ， 「神 」 と い う言 葉 の もつ 普遍性 ，

そ して そ れ 故 の 無神論 の 不可能性 の 主 張で あ る と捉 え る 。 そ して そ こ に 自然 神

学 の 真 理 性 を見 よ う と す る 。 し か し な が ら ， また そ の 点 に お い て 自然 神学 の 誤

り も露 呈 さ れ る と ユ ン ゲ ル は 考 え る 。 自然 神学 の 決定的 な 誤 り は ， 「神」 と い

う言葉 の もつ 普遍 性 は 「神」 御 自身 が 関わ りを も つ 出来 事 ， す な わ ち 啓示 あ る

い は 信仰 の 出 来 事 に お い て の み 明 らか に され る こ と を見失 っ て い る こ とに あ る

と ユ ン ゲ ル は 指摘す る 。 神 が 全 て の 人間 に 無条件 に 関与 す る の は 「神」 と い う

言 葉 と し て 人 間 の 言 葉 に 到 来す る きわ め て 特殊 な 出来 事 ， す な わ ち 「神 の 言葉

の 出来事」 に お い て な の で あ る 。 自然神学 は
， 「神 の 言葉 の 出来事 」の もつ 究
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極的 な 普遍性 の 主 張 を単 な る 普遍性 の 問題 に 回収 し て し ま う 。
ユ ン ゲ ル の 考 え

る 自然 神学 の 錯誤 は こ の よ うに 要 約 す る こ とが で き よ う。 以 下 の 本 論 に お い て

更 に そ の こ とを検 証 して ゆ こ う。 ま た ユ ン ゲ ル が 自然 神 学 の 真 理 性 を生 か しつ

つ
，

い か に し て そ の 限界 を乗 り超 え よ う と して い る か に つ い て も見 て ゆ き た

い o

1

　 ユ ン ゲ ル は 『対 応 』 の 中 の 別 の 論 文 「キ リ ス トの 他 に 救 い な し」
2）に お い て

現 代 カ ト リッ ク の 代表的 な神学者 カ ー
ル ・ラ ー ナ ー

の 唱 えた 「無名 の キ リス ト

者」 あ る い は 「キ リス ト者 の 無名性 」 と い うテ
ー ぜ を と り挙 げて い る 。 ラ

ー
ナ

ー は ， 全 て の 人 間 は イ エ ス ・キ リス トに お い て 勝 ち と られ た 救 い の も と に あ

り， 神 と の 内的結合 を与 え られ て い る と考 え る 。 そ うで あ る が 故 に
， 全 て の 人

間 は 無 名 の 有神論者 ， 更 に は 無 名 の キ リス ト者 で あ る とい うの が ラ ー ナ ー の 主

張 で あ る
3＞

。
ユ ン ゲ ル は ， ラ ー ナ ー が 従来の 自然神学 に キ リス ト論 的 あ る い は

救済論的基 礎 を与 え た こ と
， す な わ ち 自然神学 を 「自然 キ リ ス ト論 」 に 押 し進

め た こ と を 評 価 す る
。 「キ リ ス トの 他 に 救 い な し」 の 絶対的真 理 性 を そ こ な う

こ と な く， そ れ を 全 て の 人 間 に 関与 す る 普遍的主 張 と結 び つ け た こ と を
， 全 く

新 し い 自然神学 の 構築 と して 高 く認 め るの で あ る 。

　けれ ど もユ ン ゲ ル は ， そ の よ う に ラ ー ナ ー の 功績 を評 価 しつ つ も ， あ る 点 に

お い て そ の 主 張 を拒絶 す る 。
ユ ン ゲ ル の 批判 は ま さ し くそ の 「キ リス ト教 の 無

名性」 あ る い は 「無 名 の キ リ ス ト者」 と い う概 念 に 集中す る 。
ユ ン ゲ ル は 次 の

よ う に 言 う。 「キ リス ト教 は
， そ の 本来 の 性質上 ， 無名性 で あ りえ な い ば か り

か 明 らか に 無名性 と い う こ と に 敵 対 す る教 えで あ る 。 キ リ ス ト教 信 仰 は ， 自 ら

が 依拠 し言及 す る方 の 御名 に よ っ て 識別 さ れ る とい うだ けで な く， その よ う な

方 の 御名 に よ っ て こ そ 識別 さ れ る が 故 に
， そ の 方 の 御 名 を担 う こ と を 要 求 し て

い る 。

… … そ し て ま さ に そ うで あ る が 故 に ， キ リス ト教 は そ の 回 りの 世界 に 対

して き わ め て 論争的 な 宗教 と し て 登 場 し た の で あ る 。 周囲 の 宗教的環 境 に む け

られ た 敵意 は ， 無名性 と い う こ と に む け られ た キ リス ト教信仰 の 敵意 の 表 出 と
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言 っ て も良 い
。 歴 史的 に も体系的 に も 『キ リス ト教 の 無 名性』 あ る い は 『無 名

の キ リ ス ト者』 と い う表 現 は ， 矛 盾 だ ら け の 逆 説的表 現 な の で あ る 」
4 ）
キ リス

ト教 信仰 の 本質 は ， 御 名 を 担 い
， 御 名 を 呼ぶ こ と に あ り ， 無 名 性 な ど と い う こ

と は 決 して あ り え な い と ユ ン ゲ ル は 考 え る 。
ユ ン ゲ ル に と っ て ， 「キ リ ス ト者」

と い わ ゆ る 「無名 の キ リ ス ト者」 の 間 に は ， 決 定 的 な 違 い が 存 在 す る の で あ

る 。 そ れ は
， 御 名 を 呼ぶ こ と （信 仰 ） とそ う で な い こ と （不信仰） と の 差 で あ

る と言 っ て も よ い だ ろ う。 御名 を呼 ぶ とい う信 仰 の 出来 事 に お い て こ そ 「神」

と い う言 葉 が 普 遍 的 で あ る こ と が 明 ら か に され る 。 全 て の 人 間 の う え に 救 い の

光 が 照 ら さ れ て い る こ と は
， 御 名 を呼 ぶ と い う信仰 の 出来事 に お い て 初 め て 明

らか に さ れ る の で あ る 。 た だ ，
ユ ン ゲ ル は ， そ の 差 が 絶 対 的 で あ る と言 っ て い

る の で は な い
。 信 仰 と不 信仰 の 差 は 歴史的 に 神 の 救 い の 中 に 統 一

さ れ て ゆ く と

ユ ン ゲ ル は 考 え て お り， そ の よ う な 歴 史 の 歩 み の 中 に お け る 信仰 と不 信仰 の 関

係 を 「歴 史 的 二 元 論 」 と名 づ け て い る こ と も こ こ に 記 し て お か ね ば な ら な

い
5）

o

　以 上 の よ う に ユ ン ゲ ル は
，

ラ ー
ナ

ー が 神 の 救 い の 普 遍 性 の 主 張 を 「無 名 性 」

の も と に 構築 し よ う とす る こ と に 最後 の
一

線 に お い て 否 を唱 え る 。 そ れ は ， 現

代 に お い て な お も影 響 力 を駆使 し続 け よ う とす る 自然 神学的思考 に 対 す る否 で

あ る と い っ て も よ い
。

ユ ン ゲ ル は ， あ くま で も信 仰 と い う言 葉 の 出来事 に 拘泥

す る 。 信仰 と い う き わ め て 狭 き門 を通 っ て 人 間 は 「神」 と い う言葉 の 普遍性 す

な わ ち 救 い の 普遍性 に た ど りつ く こ と が で き る 。 そ の 考 え の 上 に ，
ユ ン ゲ ル は

確固 と し て 立 脚 す る 。

II

　前章 に お い て ， 「神 」 と い う言葉 の 普遍性 が 人 間 に もた ら さ れ る の は 信仰 と

い う言葉 の 出来 事 を通 して で あ る との ユ ン ゲ ル の 見 解 を明 らか に し て き た 。 た

だ
， その 際 ， 注意 し な け れ ば な ら な い の は ， 信仰 と は人 間 が イ ニ シ ャ チ ブ を も

っ た 出来事 で は な い と い う こ と で あ る 。 信 仰 の イ ニ シ ャ チ ブ は 神 が も っ て い

る 。 信仰 は ， 全 き 自由 の 中 で 御 自身 を定義 し伝達 さ れ る方 ， 人 間 の 必 然 を超 え
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て 「御自身の た め に 興味深 い 方」（Gott− um 　 seiner　selbst　willen 　interes−

sant ）6）に 根 拠 を もっ 出来 事 で あ る 。 そ の こ と を 以 下 に お い て ， 啓示 と 信 仰 の 関

係 あ る い は 神認 識 の 問題 を ふ ま え な が ら探 っ て み よ う。

　 ユ ン ゲ ル は ，
バ ル ト神学解 釈 の 書 『神 の 存 在 は 生 成 に お い て あ る 』 の 中で そ

れ らの 問題 を と り挙 げ て い る η
。

ユ ン ゲ ル は バ ル ト に な ら い 神 の 啓 示 を 神 の 自

己 解釈 と し て 捉 え る 。 また ユ ン ゲ ル は ， 「神 が 啓 示 さ れ て 存在 す る こ と」 を

「神 が 対 象 的 な 仕 方 で 存 在 す る こ と」 と理 解 す る 。 神 は ， 啓 示 に お い て 自己 自

身 を 解釈 す る こ と （外 に 出す こ と ）， す な わ ち 対象的 な 仕 方 で 存在 す る こ と に

よ り， 人 間 に 対 して の 神認識 の 対象 と な る 。 また そ の 限 りに お い て の み ， 人 間

は 神認識 の 主体 と な る こ と を許 さ れ る 。 そ の 際 ， 忘 れ て は な らな い の は
， 神 の

啓 示 が 言 葉 に よ る 啓 示 で あ る とい う こ と で あ る 。 神 は そ の 言 葉 に お い て 対 象的

に 存在す る の で あ る 。 神 は そ の 言葉 に お い て 対象的 に 存在 す る こ と を通 し て 人

間 に 認 識 さ れ る 。
ユ ン ゲ ル は ， そ の 認 識 の 出来 事 を神 が 神 と して 語 られ う る よ

うに な る こ と
，

ま た そ の 神 が 人 間 の 口 に よ り言 葉 に 言 い あ ら わ さ れ る 出 来 事

（す な わ ち 御名 を 呼ぶ こ と） と し て 捉 え て い る が ， そ の 出来事 こ そ が 信仰 で あ

る 。 神 が 神 と して 語 られ う る よ う な 信仰 の 出来事 に お い て 神 は 認 識 さ れ る 。 信

仰 に お い て こ そ 神 は認 識 さ れ る とユ ン ゲ ル は考 え る 。
こ こ で ユ ン ゲ ル は信仰 を

人 間 の 一 般 的 認 識 能 力 と し て 考 え て い る の で は 決 し て な い
。

ユ ン ゲ ル に よ れ

ば ， 信仰 は 啓 示 に よ っ て 言葉 が 征服 さ れ る と こ ろ に お い て 起 こ る 出来事 で あ

る 。 神 が 神 と して 言 葉 に さ れ る こ と （言語獲得 ） は ， 人 間 の 言 葉 が 啓 示 に よ り

征 服 さ れ て 初 め て 可能 と な っ て ゆ く 。 人 間 の
一

般的認識能力 あ る い は 言 語 構 成

能力 に よ っ て は啓 示 は 語 られ な い
。 人 間 の 言語構成能力 に よ っ て 啓 示 を語 ろ う

とす れ ば （そ れ を ユ ン ゲ ル は 「言辞 の 類比 に よ る存在 の 類 比 」 に 基 づ い て 啓 示

を 言葉 で 征服 し よ う と す る こ と と し て 捉 え て い る が ）， 啓 示 は 人 間 の 言葉 をす

りぬ け て し ま う。 し た が っ て ， そ こ に お い て は ， 神 は神 と し て 語 られ え ず （言

語喪失）， 単 な る 言辞 と して 言葉 に さ れ る に す ぎな い
。 そ の と き に起 こ るの は ，

啓 示 喪失 と で もい うべ き 出来事 で あ る 。 人 間 が そ こ に お い て 神 を認識 す る と こ

ろ の 信仰 は こ の よ うに 人 間 の 能力で は決 し て な い
。 信仰 は 神 の 対 象性 ， 言 い 変

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 エ
ーバ ー ハ ル ト ・ユ ン ゲ ル の 自然 神 学 理 解 　

一 175

え るな らば神 の 恵 み に 満 ち た 把握 可能性 の 中 の 出来事 で あ る と ユ ン ゲ ル は 考 え

る の で あ る 。
こ こ に お い て わ れ わ れ は ，

バ ル ト神学の 解釈者 と し て ユ ン ゲ ル が

「信仰 の 類比 」 の 立場 を正 統 に 継承 し て い る こ と を確認 す る こ と が で き る で あ

ろ う。

皿

　 ユ ン ゲ ル の 自然 神 学 理 解 の
一

つ の 特 徴 は ， そ の 考 察 が た え ず 人 間 の 本 性

（Natur）8）を め ぐる 問 い と の 関わ り に お い て な され て い る こ とで あ る 。
ユ ン ゲ

ル に お い て ， 「神 」 と い う言 葉 の 普遍 性 の 問題 は 人 間 の 普遍 的 本性 の 問題 と切

り離 す こ とが 出来 な い
。 そ れ は ま た ， 恵 み （Gnade ） と 自然 （Natur）の 関係

を め ぐる 問 い と言 い 変 え て もい い
。

　 キ リ ス ト教 的 自然 神 学 を
一

つ の 完 成 に 導 い た の は ， 言 う ま で も な く中世 の 神

学者 トマ ス ・ア ク イ ナ ス で あ る が ， トマ ス は人 間 の 本 性 を恵 み と し て の 啓 示 に

む か い 方 向づ け られ た もの と規定 す る 。 人 間 の 本 性 と して の 自然 （理 性 ） は ，

恵み を志向す る。 トマ ス は人 間存在 の 存在論的本質概念 と して の 自然 を ， 恵み

の た め に ， あ る い は 恵 み の 前提 と し て 存 在 す る も の と考 え て い る 。

　 し か し な が ら ， 恵 み と 自然 の 関係 を そ の よ うに 捉 え る トマ ス 的神 学 に 対 し

て ， 宗 教 改 革 者 た ち は 強 い ア ン チ テ
ー ゼ をつ きつ け る 。 改 革 者 た ち は

， 自然 と

恵 み の 両者が 相矛盾す る もの の 弁証法的関係 に お い て で あ れ ， 補足 と完成 の 関

係 に お い て で あ れ ， 前提 と帰 結 の 枠 組 の 中で 論 じ られ て い る 限 り人 間 の 本 性 に

つ い て は 何 も言 い え な い と 考 えた 。 人 間の 本 性 に つ い て明 確 に 言 い 表 し うる と

す る な ら ば ， 規定 す る 出来事 （信仰義認 と い う恵 み の 出来事） が 規定 さ れ る 事

柄 （人 間 の 本性） に 属 す る よ う な 文 脈 の も と に お い て 初 め て 可能 な の で あ る と

改 革者 た ち は 主 張 す る 。 そ して 宗教改革 思 想の 流れ の 中 に 自 ら を位置 づ け る ユ

ン ゲ ル もそ の 立場 に 与 す る の で あ る 。 そ の こ と を よ り明確 に す る た め に ユ ン ゲ

ル は 音楽 と楽器 の 関係 を た と え と し て 用 い て い る
9）

。
ユ ン ゲ ル に よ れ ば ， 音楽

は楽器 の た め の 音楽 で あ り， 楽 器 に お け る音楽 で あ る 。 け れ ど も その こ とか ら

楽 器 の 音 楽 に 対 す る 優越性 を 論 理 的 に 引 き出す こ と は で き な い と ユ ン ゲ ル は 考
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え る 。 む し ろ 楽器 は そ の 本性 に お い て 既 に 最 も深 く音楽的で あ る 。 楽 器 に と っ

て 音楽は外 な る もの で あ りな が ら
， 自 ら の 本性 を規定 す る そ の もの な の で あ

る 。

　恵 み と 人 間 の 本性の 関係 に つ い て も 同様 の こ と が 言 え る と ユ ン ゲ ル は 考 え

る 。 信 仰義認 とい う恵 み の 出来事 は ， 外 な る 方 に 根拠 を もつ 外 な る出来事 で あ

る 。 し か し な が ら ， 外 な る 恵 み の 出来 事 こ そ が 人 間 の 本性 を規 定 す る 。
つ ま

り， 人 間存在 の 根拠 は 自 らの 内 に は な く自 ら の 外 に あ る と言 う こ とが で き る で

あ ろ う 。 言 い 変 え る な ら ， 人 間 は 自 らの 外 に あ っ て 初 め て 自分 自身 とな り う る

存在 な の で あ る 。 人 間存在 は ， 自 ら の 外 な る信仰義認 と い う恵 み の 出来事 に よ

っ て 構成 さ れ ， ま た 定義 さ れ る 。 人 間の 本性 （Natur ） は 恵 み （Gnade ）の 前

提 と な る もの で は決 して な い
。 そ うで は な く， 恵 み こ そ が 人 間の 普遍 的 本性 を

定義 し実現 す る 。
ユ ン ゲ ル は

， 宗教 改 革者 た ち と と も に ，
こ の よ うに 人 間 の 本

性 と 恵 み の 関係 を 捉 え ， トマ ス に よ り方 向づ け ら れ た 自然 神 学的 人 間 理 解 に対

し根 底 か らの 変革 を 迫 っ て い る 。

w

　 「神 」 とい う言葉 の 普 遍 性 の 主 張 と並 ぶ 自然 神 学 の 主 張 の
一

つ に ， 神 の 自明

性 の 主 張 が あ る と ユ ン ゲ ル は 考 え て い る 。 神 の 自明 性 の 問 題 に プ ロ テ ス タ ン ト

神学 は 十分 な 眼 差 し を む け ず に き た が ， 自然 神 学 の 言 わ ん とす る こ と を き ち ん

と理解 した うえ で それ を乗 り超 え る た め に は ，
こ の 自明性の 問題 に 対 し て そ れ

な りの 検討 を加 え な けれ ば な ら な い とユ ン ゲル は 考 え る 。

　 ユ ン ゲ ル は ， 原 則 的 に は
， 神 が 自明 で あ る と い う 自然神学 の 主 張 を否定 す

る 。 しか し な が ら ， た だ 単 に そ の 主 張 を 否 定 し脇 に追 い や る の で は な く， 啓示

神学 の 立 場 か ら自明性 の 問題 を再解釈 し よ う とす る 。 そ の 際 ，
ユ ン ゲ ル は

， 独

特 な論 理 を用 い て 自然 神学 の 自明 性 の 主 張 を別 の 次元 へ と移行 し よ う とす る 。

ユ ン ゲ ル に よ れ ば
， 自明 な る 事柄 は そ れ と は 異 な る 別 の 自明 な る 事 柄 に よ り凌

駕 され うる と言 う 。 あ る い は そ れ は ，
こ れ まで ず っ と 自明 で あ っ た 事柄 に 変 わ

っ て ， 別 の 何 か が 自明 の 事 柄 と な る こ と だ と も言 え よ う 。
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　 そ の よ う な論理 の 中で ，
ユ ン ゲ ル は ど の よ う に 啓 示 を理 解 し て い るの だ ろ う

か 。
ユ ン ゲ ル は啓 示 を単 に

一
般的な 事 柄 の 高度 で 特殊 な 反 復 と し て で は な く，

通 常 の 常識 や 既 存 の 自明 な事柄 を超 え て 打 ち 建 て られ る唯
一

無二 の 歴 史的 な 出

来事 と して 考 えて い る 。 啓示 に お い て 神 は ，
い ま まで 自明 で あ っ た 事柄が か っ

こ に く く られ て し ま う よ うな形 で 経験 され る 。 しか しなが ら，
こ の 啓示 の 出来

事 は 既 に 自明 で あ る事柄 の 地 平 に お い て 説 明 され な け れ ば な ら な い と もユ ン ゲ

ル は考 え て い る 。 神 の 出来事 は，
た と えわれ わ れ が 世 界 に お い て な す 経験 と は

矛盾 す る形 で 経験 さ れ る と し て も ， そ の 矛盾 す る 働 き そ の もの に お い て ， 人 間

の 世 界 経 験や 自己 経験 に 耐 え る 経験 と し て 明 らか に さ れ な け れ ばな らな い の で

あ る 。

　 そ の 際 ，
ユ ン ゲル は 神の 啓 示 を 「よ り自明 な る こ と」（das　 SelbStverstand・

1ichere） と し て 比 較級的 に 捉 え る こ と を提 唱 し て い る
1°）

。 神 の 国 の 秘儀 は
，

こ の 世 の 自明性 を超 え る よ う な形 ， あ る い は 自明 性 を増 加 さ せ る よ うな 形 で ，

よ り 自明 な る事 柄 と し て 成就 さ れ て ゆ くの で あ る 。 こ の 自明 性 の 増 加 は ， 自明

性 と い う もの が 歴 史 的 に 考 え られ な け れ ばな ら な い こ と を意 味 して い る 。 よ り

自明 な る 事 柄 と し て の 啓 示 は ， 自明 性の も と で起 こ る 人 間 の 自己 経 験 や 世 界経

験 を啓 示 の 光 の も と で 捉 え直 す よ うに 促 す 。 そ し て そ の よ う な 形 で 捉 え 直 さ れ

た経 験 は ， そ れ 自体 な ん らか の 歴 史 と し て 後 に 続 くあ ら ゆ る経験 を規定 す る 既

存 の 根拠 とな っ て ゆ く。 そ して その よ う な もの と して の 各々 の 経験 は
， 更 な る

経験 に よ っ て 補わ れ る ばか りで な く， 自 ら を も経験 の 対象 とな す点 に お い て 決

して 閉 じ た もの で は な い
。 自明 性 の 増加 は 以 上 の よ うな 形 で な さ れ る 。 そ し

て ， そ れ は ユ ン ゲ ル に お い て 歴 史 や 伝 統 を形 成 す る 要因 と して も理 解 さ れ て い

る と い う こ と も記 して お か な け れ ば な ら な い だ ろ う。

　 た だ ，
こ こ で 注 意 す べ き こ と は ，

こ の よ り 自明 な る こ と と し て の 比 較 級 は 既

存の 自明性 に 起因 し て い る の で は な い とい う こ とで あ る 。 神 の 啓示 は， 自明性

の 増 加 と し て 生起 す る の で は な く， あ く まで も 自 ら に 起 因 して 生 起 す る 。 そ の

よ うな もの と して の 神の 啓示 が ， 既 存 の 自明性 に 代 わ っ て 自らを自明な る もの

とす る の で あ る 。 こ の 意 味 に お い て ， よ り 自明 な る こ と と し て の 神 の 啓 示 は ，
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批判的比 較級 （Kritischer　Komparativ ）11 ）とで も名 づ け る べ き もの ， あ る い は

既 存 の 自明 な る も の を新 た な 光 の も と へ と も た らす が 故 に
， 終 末論 的比 較級

（Eschatologischer　Komparativ ）
12 ） と で も言 うべ き もの とユ ン ゲ ル は考 え て

い る 。

V

　先 に 考察 し た
， 人 間 を定義す る もの と し て の 信仰義認 の 出来事 に つ い て こ こ

で も う
一

度 と り挙 げ て み よ う。
こ こ で は ， 先程 の 終末論的比 較級 との 関わ り に

お い て ，
ユ ン ゲ ル が ど の よ うに そ の 問題 を深化 させ て い る の か を検討 し て み る

こ とに す る。

　 ユ ン ゲ ル に と っ て ， 信仰義認 と い う出来事 が 外 な る神 に イ ニ シ ャ チ ブ を も つ

出来事 で あ る こ と を先 に 述 べ た 。 こ こ で は 更 に ， そ の 出来事 が ， わ れ わ れ の 信

仰 に 先立 っ て あ る神 の 義認 の 出来事 に 根拠 を もつ と ユ ン ゲ ル が 考 え て い る こ と

に 留 意 す る 必 要 が あ ろ う 。 神 は わ れ わ れ 人 間 の 信 仰 に 先 立 っ て ， イ エ ス ・ キ リ

ス トの 十字架 に お い て 人間 を義 と し て くだ さ っ た 。 わ れ わ れ 人 間 は ， そ の 義認

の 出来 事 に む か っ て 歩 む 存 在 ， 応 答 して ゆ く存 在 で あ る 。 そ して ， そ こ に お け

る歩 み ， あ る い は 応答 を信仰 と 名 づ け て よ い だ ろ う。 信仰 は そ こ に お い て は ，

神 が わ れ わ れ の た め に 信仰 に 先立 っ て 成 し遂 げ られ た 義認 の 出来事 に 対 す る肯

定で あ る と解釈す る こ とが で き る 。
こ こ で 重 要 な こ と は ， 神 が な さ れ た 義認 に

対 し て 人 間 は 何 もつ け 加 え る こ とが で き な い と い う こ とで あ る 。 人 間 は そ の 事

実 を受 け と る以 外 に な い
。 人間が 受身 で 受 け と る以外 に な い そ の 様態 を ，

ユ ン

ゲ ル は 「根本 的受 動性 」 （fundamentale 　 Passivitat）13）と名 づ け て い る 。 か か

る受動性 とそ れ に 向 け て 応答 して ゆ くと こ ろ の 能 動 性 の 間 に 存 在 す る 緊 張 に よ

っ て 人 間存在 が 定義 さ れ て ゆ くと考 え る こ と もで き る で あ ろ う。 わ れ わ れ は ，

呼 びか け られ ， 認 め られ ， 神 に よ りわ れ わ れ の 外部 に 召 し 出 さ れ た もの と し て

わ れ わ れ 自身で あ る 。 わ れ わ れ は ， 不 断 に わ れ わ れ の た め に ， わ れ わ れ の 外 か

ら与 え られ た 根本的受動性 に 向 け て 超出 して ゆ く存在 と して 定 義さ れ る の で あ

る 。
ユ ン ゲル は ， こ の 根本的受動性 に むか っ て ゆ く運 動を 「た えず前 に も増 し
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て人間 と な っ て ゆ くこ と」 （immer 　noch 　menschlicher 　zu 　werden ）
14）と し て こ

こ で も比 較 級 的 に 捉 え て い る 。
こ の 比 較 級 的 表 現 も， 従 来 考 え られ て きた 人 間

の 概 念 を新 た な 光 の も とへ と導 き入 れ る故 に 終 末 論 的 比 較 級 と して ユ ン ゲ ル は

考 え よ う と し て い る 。 キ リス トの 十字架 に お い て 起 こ っ た 義認 の 出来事 は ， わ

れ わ れ 人 間に と っ て こ の よ う な 存在論的意 義 を も ち ，
こ れ まで の 人 間 の あ り方

を新 し く作 り変 え る 力 を も っ て い る の で あ る 。 「た え ず 前 に も増 し て 人 間 とな

っ て ゆ くこ と」 と い う終末論 的比較級 は ， 自明性 と同様 に 人 間性 も増加可能 な

もの と し て ユ ン ゲ ル が 理解 して い る こ と を 明 らか に して い る 。

　 しか しな が ら以 上 の よ う に 理 解 さ れ た 人 間存在 の 終末論的位相 が 果 た して 普

遍 的意 味 を もち う る の か ， 信 仰 を もた ぬ 者 に 対 して もキ リス ト者 に 対 して と同

様 に 意 味 を も ち う る か と い う こ と を検 討 す る必 要が あ る だ ろ う 。 キ リス トの 十

字架 に お い て 起 こ っ た 出来事 は ， キ リス トの 十字架 を 知 らな い 者 に と っ て も，

あ る い は キ リス トの 十 字 架 に 背 を む け る者 に と っ て も意 味 を も ち う る の だ ろ う

か 。
ユ ン ゲ ル は そ の 問 題 に どの よ うに 答 え よ う と す る の だ ろ うか 。

　 ユ ン ゲル は そ の 問 題 に 対 して も 「根 本 的受 動 性」 と い う概 念 を用 い て 答 え よ

う と して い る 。 大切 な こ と は
， イエ ス ・ キ リス トに よ る義認 の 出来事 は ， 信仰

に よ っ て 引 き 起 こ さ れ た の で は な く， そ れ に 先 立 つ 根 本 的 受動 性 と で も言 うべ

き 出来 事 で あ る と い う こ と で あ る 。 そ し て ， そ の よ う な 形 で 人 間に 与 え られ た

根本的な 人 間性 は ， 全 て の 人 間 に 与 え られ た 人 間性で あ り， 全人類的広が りを

も つ と ユ ン ゲ ル は 考 え て い る 。 全 て の 人 間 は ， キ リス トの 十 字架 に よ っ て 神 と

固 く結 び つ け られ て い る の で あ る 。 存在論的結び つ き と して の 根本的受 動性を

た と え 人 間 の 側 か ら否 定 し た と し て も ， そ の 事 実 まで は 人 間 が と り消 す こ と は

で き ない と ユ ン ゲル は考え る。 その 事実 まで 打ち消 そ う とす る な ら人間 は 自己

矛 盾 に 陥 ら ざ る を得 な い 。 何 故 な ら ， そ れ は人 間 の 存在 根 拠 か らの 逃 亡 を意 味

す る か らで あ る 。 け れ ど も，
そ の よ うな 逃 亡 の 試み も結 局 は 人 間 の 本 性 まで も

破壊 す る こ と は で き な い
。 神 に よ っ て 与 え られ た わ れ わ れ の 根本的受 動性 と で

も い うべ き事 態 は
，

わ れ わ れ の 罪 に 対 し て 神が 挑 まれ た攻撃で あ る とユ ン ゲ ル

は 考 え て い る 。 神 の か か る 攻撃 に よ り， 罪 は 永遠 に 未遂 に 終わ るべ く運命 づ け
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られ た企 て と さ れ ， 人 間 の 本 性 の 保証 は 人 間 と神 の 結 び つ き の 保証 で あ り，
そ

れ は キ リス トを信 じ な い 者 に も与 え ら れ て い る こ と を ユ ン ゲ ル は 確 信 し て い

る 。 罪 は 永遠 に 不 可 能 と さ れ た の で あ る 。

　ユ ン ゲル に お い て こ の 罪 の 不 可能性 の モ チ ー フ は， 無神論 の 不 可能性 の モ チ

ー フ へ と橋 渡 し さ れ て ゆ く。
こ の モ チ ー フ が 自然神 学 に と っ て も 中心 的 な モ チ

ー フ で あ る こ と は 序 に お い て 述べ た が
，

ユ ン ゲ ル は ど の よ うな形で こ の 問題 に

答 え を与 え よ う と し て い る だ ろ うか 。
ユ ン ゲル は ， 神が 人 とな ら れ た こ との 中

に 答 え を見 出 そ う とす る 。 神 が 人 と な られ た こ と ， す な わ ち受肉 に お い て 神 は

全 て の 人 間 の 人 間性 を保証 した と 同 時 に 神 の 人 問性 を も明 らか に した とユ ン ゲ

ル は 言 う。 こ の 神 の 人 間 性 （Gottes　Menschlichkeit ） の 故 に 存 在 論 的 に 人 間

が 神 を喪失 す る こ と （Gottlosigkeit　des　Menschen ） は あ りえな い 15）
。 た と え

人 間が 主 観 的 に 神 を喪失 した と して も ， 神 の 客 観 的 な 人 間性 の 故 に 人 間 が 客 観

的 に 神を喪失 す る こ とは な い と ユ ン ゲ ル は考 え る
。

　信仰 は ， 神 に よ り成 し 遂 げ られ た 存 在 論 的 出来事 の 承 認 で あ る 。 そ れ は ， 罪

や 無神論 な どの 人 間 の側 か ら の 企 て が 完全 に 打 ち 砕 か れ た こ との 承認 と言う こ

と もで き る だ ろ う 。 信仰 は
， 神 と 人 と の 違 い を 区別 し ， 人 が 神 に な ろ う とす る

こ と を否 定 す る 。 反 対 に 不 信仰 は ， 神 の 人 間性 に 白 ら を 限定 す る こ と な く人 間

以 上 の もの に な ろ う とす る不 遜 な 企 て で あ る 。 けれ ど も
， そ の よ うな 企 て を も

っ て して も 「非人 間 」 （Unmensch ） を 作 り出す こ と は で き な い と ユ ン ゲ ル は

考 え る 。
ユ ン ゲ ル に よ れ ば ， 非人 間 と い う概 念 は そ れ 自体 ， 非人 間 的 カ テ ゴ リ

ー （unmenschliche 　Kategorie）で あ る
16 ）

。 た と え ， 非人 間 的 行 為 が 人 間 に よ

っ て な され た と して も， それ は行為 の レ ベ ル に 限定 され ， 存 在 論 的 レ ベ ル に ま

で 達 す る こ と は な い と ユ ン ゲ ル は 考 え て お り， 神の 救 い の 絶対的優位 と普遍性

をい か な る場合 に あ っ て も主 張す る 。

VI

神 が 普 遍 的 な 方 で あ る とい う主 張 は 自然 神 学 が 掲 げ て きた 所 の 真理 で あ る 。

しか し な が ら ， 神の 自己 表 出 と し て の 啓 示 ぬ き に 成 立 し て し ま う神認 識 の 普遍
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性 が神を普遍的 とす る の で は な く， 御自身の た め に 興味深 い 方 と して の 神 が 自

ら の 普 遍 性 を 明 ら か に す る が 故 に 神 は 普遍 的 で あ る と ユ ン ゲ ル は考 え る 。 先 に

見 た よ う に ， 神 は ス タ テ ィ ッ ク な 自明性 に 安 住 す る方 で は な く ， よ り 自明 な る

事 柄 と し て の 啓 示 に お い て 自 ら を 明 ら か に す る方 と し て こ の 世 の 自明性 を つ

の 運動 へ と促す 。 そ うで あ る が 故 に
， 神 を 理 論 の 中 に あ る い は 人 間経験 の 中 に

閉 じ こ め る こ と は で きな い と ユ ン ゲ ル は 考 え る 。 福 音 の 普遍妥 当性 の 主 張 は ，

理 論 や 経 験 の 中 に お い て 検証 さ れ え て も根 拠 づ け る こ と は 不可能 で あ る 。

　神 が 御 自身 の た め に 興 味 深 く， た だ そ の よ うな 方 と し て の み 普遍 的 で あ る と

い う真 理 を 自然 神 学 の 歪 曲 よ り解放 す る こ と の で き る の は ， 神 と人 間 の 関係 の

本性 （Natur） を可能 な限 り本 来 的 （NatUrlich） に 扱 い う る 神 学 で な け れ ば

な ら な い と ユ ン ゲ ル は 考 え る 。 神 と 人 間 の 関係 に お け る 本性 と は 何 か 。 神 と人

間 の 交 わ りに 本来性 を もた らす もの は何 か 。
ユ ン ゲ ル は 迷 わ ずに ， そ れ．が 人 間

に 語 りか け る 神 の 言葉 で あ る と断言 す る 。 わ れ わ れ 人 間が そ の 言葉 に 深 く耳 を

傾 け る時 ，
わ れ わ れ 人 間 と神 と の 関係 に 本 来性 が も た ら され ， 人 間 の 本性 も正

し く定義 され る の で あ る 。 以 hの 事柄 を最 も適 切 に 扱 い う る の は 「神 の 言葉 の

神学」以 外 に は あ り え な い
。 そ う考 え る が 故 に ユ ン ゲ ル は ， 「神 の 言 葉 の 神学 」

こ そ 自然 神 学 が 比 肩 し え な い く ら い に 「よ り 自然 の 神学」 （natUrlichere

Theologie） で あ る と結 論 づ け て い る
17｝

。

　　「よ り 自然 の 神学」 と し て の 「神 の 言葉 の 神学」 は ， 以 上 の よ う に 神 と人間

の 本 来 的 有 り様 を明 らか に す る の で あ る が ， そ れ だ け に と ど ま らず ， 自然 に と

っ て の 自然性 （本来性） を も明示 し うる と ユ ン ゲ ル は考 え て い る 。 自然 に と っ

て の 本 来性 を ユ ン ゲ ル は 被 造 物 性 （KreatUrlichkeit） で あ る と 考 え る 。 神 に

よ っ て 語 りか け られ て い る こ と を知 る人間 は ， 他 の あ ら ゆ る 自然 の 被 造物性 を

通 して も神 が 語 りか け て い る こ と を知 る 。 古来 ， 自然神学 は 人 間 が 被造物 を 通

じて 神 を認 識 す る こ と が で き る か と い う こ と を ‡ 題 の
一

つ と し て き た が ，
ユ ン

ゲル は ， 被 造 物性 と い う概念 を も ち 出 す こ と に よ っ て 啓 示 神学 の 文 脈 に お い て

そ の 主 題 を 深 化 さ せ て い る 。 自然 は 自然 の ま ま で は 人 間 に 対 し て 自 ら を 開 示 す

る こ と もな く神 を証言 す る こ と もな い
。 神の 言葉 の 介入 を も っ て して 初 め て ，
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すな わ ち 神 の 言葉が 人 間 に 語 りか け る こ と を通 して ， 自然 もそ の 本来性 と して

の 被造物性 を付与 さ れ ， 人間 に 対 して 神 を証言 す る よ う に な る 。 イエ ス ・キ リ

ス トに お け る神 の 啓 示 は ， 神 と人 との 和 解 を もた らす と同時 に 自然 と人 間 を も

和解 させ る 。 神 の 啓示 に よ り， 自然 の 被造 物性 は あ らわ に さ れ ，
ロ

ー
マ の 信 徒

へ の 手 紙 1 章 20節 に もあ る よ う に ， 神 を証 言 す る よ うに な る の で あ る 。
こ の よ

うな被造物世界 の 自己 証 言 お よ び神証言 の 言葉 は
， イ エ ス ・ キ リス トに お け る

啓示 に よ っ て 初 め て 見 出 され る と同時 に 被造物世界 の 言葉 と して 特徴 づ け られ

る の で あ る が ， しか し， ま さ に そ の よ うな もの と し て の そ の 言葉 は 啓示 の 言 葉

に よ っ て 沈黙 さ せ ら れ る こ と は な い と ユ ン ゲ ル は考 え る
18）

。 神の 言 葉 に 耳 を傾

け る者 は ， 被造物 に お い て語 りか け られ て い る こ と を も勇 気 を も っ て見 よ う と

す る で あ ろ う。
そ の よ うな 者 は

， 啓示 の 文 字の 中に 創 造 の 文字 を読 み と る こ と

を知 る で あ ろ う 。
ユ ン ゲ ル は そ の こ と を 「聞 くこ と と 見 る こ との 対 立 の 克服」

と して 捉 え て い る
19 ）

。 そ し て ， そ の よ うな 「聞 くこ と と見 る こ との 対 立 の 克

服 」 を 扱 い う る 唯
一

の 神 学 と して
，

ユ ン ゲ ル が 「よ り 自然 の 神 学 」 と し て の

「神 の 言葉 の 神 学 」 を念 頭 に お い て い る こ と は こ こ に 繰 り返 す ま で もな い こ と

だ ろ う。

結

　本 論 に お い て わ れ わ れ は ，
ユ ン ゲ ル の 自然神学理 解 の 概 要 を捉 え よ う と 試 み

て き た 。
ユ ン ゲ ル は ， 自然 神学 の 中心 的主題 を 「神」 とい う言葉 の 普遍性 と無

神論 の 不可 能性 の 主 張 と して 捉 え た
。

ユ ン ゲ ル は ， そ の 主 張 の 正 当性 を認 め つ

つ も ， 単 な る普 遍 性 の 問 題 へ と議論 を 回収 し よ う と す る 自然神学 の 誤 り に 対

し ， 啓示 そ して キ リス ト教 信 仰 の 特殊性 と 出来事 性 に こ だ わ り，
か か る狭 き門

を通 っ て 導 か れ る神 の 言葉 の 普遍 性 を 自 ら の 主 張 の 核 と し た
。

ユ ン ゲ ル が 啓 示

神学 に立 脚 して い る こ と は明 白で あ る 。 特 に バ ル ト神学 に そ の 主 張 の 多 く を負

っ て い る こ と を確認 し な け れ ば な らな い だ ろ う 。 け れ ど も，
ユ ン ゲ ル が バ ル ト

の 影響 を受 け つ つ も， 啓示 を 厂よ り自明 な る こ と」 と して 比 較級的 に 捉 え直

し
， 自然 神 学 の 自明 性 の 主 張 と呼 応 さ せ な が ら そ れ を克 服 し よ う と す る独 自の
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視点を提供 し た こ と に わ れ わ れ は 注 目 しな け れ ぼ な ら な い だ ろ う 。 ま た 啓示 の

問題 を人 間の 言語 の 問題 と か らめ て 解釈学的 に 議論 を展 開 し て い る こ と， 更 に

は 「神」 とい う言 葉 の 普 遍 性 の 問 題 と 人 間 の 普 遍 的 本性 の 問題 を 切 り離 す こ と

の で きな い もの と して 提示 し て い る こ と もユ ン ゲル の 大 きな特徴 と して 認 め て

よ い だ ろ う。

　 さ て 最後 に
，

ユ ン ゲ ル の 見解 に 対 し て 多少 の 問 い を提示 して お く必要 が あ

る 。 最 初 の 問 い は ， ま さ し く ユ ン ゲ ル の 主 張 す る 神 の 普 遍 性 の 妥 当性 に 関 し て

で あ る 。 先 に も述 べ た よ う に ， 「神」 と い う言 葉 が
， す な わ ち 神が 普遍 的で あ

る こ とが 明 らか に な る の は ， 神 の 側 か らの 啓示 ， そ して そ れ に 対応 す る 信仰 と

い う特 殊 な 出 来 事 を通 し て で あ る と ユ ン ゲ ル は 考 え る 。 な る ほ ど ， そ れ は そ の

通 りで あ り，
ユ ン ゲ ル の 自然神学批判 の 核 を な す が 故 に

一
歩 も譲 る こ と の 出来

な い 主 張 で あ る こ と は 本 論 で 見 て き た 通 りで あ る 。 け れ ど も ， そ の こ と の 特 殊

性 に 固執 す る あ ま り に ， と もすれ ば か え っ て キ リ ス ト教 の 普遍的 た り う る可 能

性 を狭 め て し ま う こ と も あ り う る の で は な い か 。 神 の 普 遍 性 の 主 張 を
一

部 の 人

間 だ け に 通用 す る単 な る モ ノ ロ ー グ に 終 わ らせ な い た め に もよ り多 くの 人 た ち

に 通 ず る語 り口 を獲得 す る 努力 を 神学 は 惜 しん で は な ら な い だ ろ う 。 もち ろ ん

ユ ン ゲ ル は こ の こ と を な お ざ りに し て い る の で は な い
。 啓示 を 「よ り自明 な る

こ と」 と し て 比 較級 的 に 捉 え よ う と す る試 み も ，
ユ ン ゲ ル に よ る そ の 努力 の

一一

端 と考 え る こ とが 可 能 で あ ろ う。 啓示 を そ の よ うな もの と し て 捉 え る こ と に よ

り， た と え 神 の 啓 示 が 人 間 の 通常 の 経験 と は異 な る 形 に お い て 経験 さ れ る と し

て も， 人 間 の 世 界 経験 や 自己 経 験 に 耐 え う る経験 と し て そ れ を 明 ら か に し よ う

と し た 。 だが
， そ の 主張が どれ だ け の 説得力 を もっ て 他 の 領域 の 人 々 へ と届 い

て ゆ くだ ろ うか 。 単 な る 言 葉 遊 び と して 受 け と め られ る 危 険 性 を 回 避 す る た め

に も， そ こ に 多少 の 人 間学的基 盤 を与 え て ゆ く必要が あ る の で は なか ろ うか 。

歴 史学 や 哲学 等 の 他 の 諸 学 との ダ イ ア ロ ー グ を模 索 し て ゆ くこ と も許 さ れ る の

で は なか ろ うか 。
こ れ が

一
つ め の 問 い で あ る 。

　次 の 問 い は ， 伝 道論 的 とい っ て もい い 問 い で あ る 。
ユ ン ゲ ル は ラ ー

ナ
ー

の 無

名性 に 抗 し て 御名 を 呼 ぶ こ と （信仰） と呼 ば な い こ と （不 信 仰） との 問 に 決 定
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的 な 違 い を 認 め た 。 け れ ど も ユ ン ゲ ル は そ の 違 い を絶 対 視 す る こ と な く， む し

ろ 神 の 絶対的救 い の も と に そ の 違 い が 歴 史的 に 統
一

さ れ て ゆ く こ と を説 く。 そ

れ で は ， そ の よ うな 統
一

の 動 き の 中で ， 御名 を 宣 べ 伝 え る こ と
， す な わ ち伝 道

が ど の よ う に 関 与 し て ゆ くの か 。 神 の 普 遍 性 が 明 ら か に さ れ て ゆ く こ と の 中

で
， 御名 を呼 ぶ 者が ど の よ う に 用 い ら れ て ゆ く の か

， 御名 を 呼 ば な い 者 に 対

し， 御名 を 呼 ぶ 者 の 言 葉 は どの よ うな 責 任 を もつ の か 。 啓 示 と の 関わ り に お い

て
， そ の こ と を も う少 し明確 に す る 必 要 が あ る の で は な い か 。 今 は そ の 指摘だ

け に と ど め よ う 。

　以 上 を も っ て ユ ン ゲ ル の 自然 神 学 理 解 を め ぐる 考 察 を終 え る こ と に す る 。 自

然神 学 あ る い は神の 普遍性 に 対 す る 現 代 プ ロ テ ス タ ン ト神学 の
一

つ の 回 答 をわ

れ わ れ は そ こ に 見 る こ とが で き よ う 。 も ち ろ ん こ こ で 展 開 さ れ た 考 察 が ユ ン ゲ

ル の 神 学 の ほ ん の
一

端 を 示 した もの ， あ る視 点 か ら捉 え た ユ ン ゲ ル の 見 解 の
一

つ の 再 構成 の 試 み に す ぎ な い こ と は 言 う まで も な い
。 更 に 大 き な 文 脈 の 中 で の

考察 を今後に 期 し つ つ こ の 小論を閉 じ る こ と に し よ う。

注

＊ 本 稿 は 1992年 度 ， 東 京 神学 大 学 に 提 出 し た 修 士 論 文 の 要 約 で あ る 。 若干 ， 手

を加 えた が 論旨に は変更 は な い
。
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8E ．　JUngel，　Das 　Dilemrna 　der 　natUrlichen 　Theologie 　und 　die 　Wahrheit 　ih

sProblems ， 　in：Entsprechungen （以 下ES と 略す）1980 　MUnchen ，　S．154 − 1

． JUnge1 ， 　Extra 　Christum 　nulla　salus − als 　Grundsatz 　natUrlichen 　Theolog

？ in ；

． K．Rahner ， 　Das 　Christentum　und 　d ｛e　nichtchristlichen　Religionen， 　

： Schriften 　zur 　Theologie ，　Bd．5，　S．1

． JOngel，　ES ，　S． 1

． ebd ，　S，1

． Jifngel ，　Gott − um 　seiner 　selbst　willen　interessant ， 　in
：
ES ，　S．1

． エ バ ハ ル ト ・ ユ
ン ゲ ル ， 邦訳 名 『 神の存 在 』 大木 ， 佐

藤 訳 ， ヨ ル ダ ン

。 特 に第 1 部 「 神 の 啓 示 さ れ てあ るこ と」 と第2 部 「神 が 対 象 的 な仕 方

存 在 す る こ と 」 を 参

の こ と。 Natur という 語 は ， 「
本 性」の 他 に ， 厂 自 然」 あ る い は「 理 性 」

も 訳 し うる 語 である 。 本 稿 では文 脈 によ って 適

訳し分
け
た。 N 工 工 一 Eleotronlo 　
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ES ，　S．168．

ebd ．　S．184．

ebd ．　S．188 ．

ebd ．

ebd ．　S．191 ．

ebd ．　S．189．

こ の あ た りの 議論 は ， バ ル トの KD 　IV／3　S．133の議 論 とほ ぼ 重 な っ て くる 。

ES ，　S．191f．

ebd ．　S．197．

ユ ン ゲル ， 前 掲 書 49頁 の 注 を参 照 の こ と。

ES
，
　S．197 ．また 42）指 摘 の 注 の 続 き に 「『世 界 の 自己 対話 』 （KD 　IV3，　S．161）

の 中 で 神 に よ っ て 造 ら れ た 世 界 の 秩 序 ， 構 造 ， 恒 常 性 は 神 に よ っ て 造 ら れ た
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■　　　コ　 　　コ　　　　　 　　 　　　　 コ

世界 の 真 理 と して 可 視 的 と な る」 との
一

節 が あ る 。 （傍 点　下 田 尾 ）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


