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日本 プ ロ テ ス タ ン ト神学 に お け る終末論的伝統

一 熊野義孝 と大木英夫 一

熊　澤　義 　宣

1

　現代神 学 に お け る 終 末論の 意 義 をカ
ー

ル ・ ハ イ ム に 従 っ て 《時間 と永遠 の 問

題 》 と し て は っ き り捕 ら えた の は桑 田 秀 延 で あ っ た （以 下 ， 人 名 は 敬 称 を 略 さ

せ て い た だ い た ）。 桑 田 は 50年 に わ た る神学教育 に お い て
， 組 織神 学 の 基 準 的

な教 科書 と し て 用 い ら れ た 『基督 教 神 学概論』 に お い て
， 次 の よ う に の べ て い

る。 「カ ー ル ・ ハ イ ム は ， 終末論 に 関す る 彼 の 論 文 の 冒頭 に お い て ， 新 旧 両 時

代 の 神学の 相違 と紛 糾 と は ， 時 間 と永 遠 の 問題 ， 即 ち 終 末論 に お い て 最 も よ く

現れ て い る と指摘 して い るが ， 正 に そ の とお りで あ る」
D

。

　 そ れ まで の 教義学 に お い て は ， 終末 論 は そ の 論述 の 最後の 章 に お い て
， 死 ，

審判 ， 復 活 ， 永世 ， 神 の 国 ， 新天 新地 な ど を取 り扱 うの が 通 常で あ っ た 。
こ の

よ う に 教 義 学 の 最 後 に 論 じ られ る べ き も の と し て 考 え ら れ て き た 終末論 を ，

《時 間 と永遠 の 問題 》 と し て
，

キ リス ト教神学の 本質問題 と して 把握 した と こ

ろ に ， と りわ け第一 次 世 界大 戦 以 後 に お け る ， 現 代神学の 顕 著 な 特 色 が あ っ た

と い え よ う 。 時間 と永遠 の 問題 と して の 終末論 は 、 創造論 か らキ リス ト論 ， 教

会 論 ， 救 済論 な どお よ そ キ リス ト教神学の す べ て をつ らぬ くも っ と も基本的 な

問題で あ っ て
，

キ リス ト教神学 は そ の 意 味 で 終 始
一

貫 ， 終 末論的 性格 を も っ て

い る とい わ な くて は な らな い 。 桑 田 は そ の よ うな新 しい 意 味 で の終末論 を代表

す る 著 者 あ る い は 著 書 と し て
， ア ル ト ハ ウ ス の 書

2）

，
バ ル トの 『ロ ー マ
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書 』  デ ィ ベ リウ ス の 書
1L

， お よ び ブ ル ト マ ン の 『イ エ ス 』
5 ）

， ホ ル ム シ ュ ト

レ ー ム の 書
b｝

，
ニ ー バ ー 7）

や ク ル マ ン の 書
S）

な ど を 特に 注 意 す べ き もの と して

あ げ て い る 。 そ れ ら は ヨ ー ロ ッ パ 大 陸 を 主 とす る傾 向で あ る が
， そ の 影響 感化

は さ ら に 広範 囲 に わ た っ て お り 「わ が 国 の 神学 界 の ご と き もか な り終 末論 的で

あ り
， 熊野義孝 の 好著 『終末論 と歴 史哲学』 （1932年） は そ の 代 表 的 著作 で あ

る ド
1

と論 じ て い る 。

　熊野 が そ の 『終末論 と歴史哲学』 を 世に 問 うて か ら約40年後 に そ の 著 『終 末

論』 （1972年） を出版 し ， そ れ を熊 野 義 孝 博 十 に 献 呈 し た の が 大 木 英 夫 で あ っ

た 。 大 木 は そ の ま えが き の 終 わ りに お い て ， 熊 野 へ の 献 呈 の 辞 を 次 の よ う に 記

し て い る 。 「本 書 を ， 恩 師東 京神学 大学 名 誉 教 授 熊 野 義 孝博 士 に 捧 げ た い
。 熊

野博 士 は ， 『終末論 と歴 史哲 学 』 （昭和 8 年初 版 ） を も っ て ， 東京 神学大 学 に 終

末 論 的伝 統 を 確 立 し た 深 遠 な 神学 者 で あ る 。 筆 者 は そ こ で 終 末論 的思 惟 の 訓練

を受 け た 。
こ の 小 著 を ， 博 士 の 学 恩 に 報 い る 小 さ な し る し と し た い 」

川

。

　わ れ わ れ は こ こ に 至 っ て ， 熊 野 に よ っ て 確 立 さ れ た わ が 国 プ ロ テ ス タ ン ト神

学 の 終 末 論 的伝 統 は ， 大 木 に よ っ て さ ら に 継承 さ れ ， 豊 か な もの と さ れ た こ と

を示 さ れ て い る と い っ て よ い で あ ろ う 。 こ の 小 論 の 意 図 す る と こ ろ は
，

こ の よ

うな 熊 野 か ら大 木 に 至 る ， 日本 プ ロ テ ス タ ン ト神学 に お け る 終 末 論的 伝 統 の 形

成 と 展 開 を ， 感謝 を も っ て た ど る こ と に あ る 。 こ の こ と こ そ が
， さ ら に 明 日の

日本 の プ ロ テ ス タ ン ト神 学 を実 り豊 か な もの と す る こ とが 確 か で あ る か らで あ

る 。

Il

　日 本プ ロ デ ス タ ン ト神学 の 終 末 論 的伝 統 を確 立 し た 熊野 義 孝 の 『終 末論 と歴

史 哲 学』 の 特 色 を ， 桑 田 は 次 の よ う に ま と め て い る 。 「同 （熊 野 ） 氏 は ， 終 末

論 を キ リ ス ト教 信 仰 に 独 特 な 思想 の 構 造 ま た 論 理 と考 え て お り ， こ れ をあ ら ゆ

る 世界観 的 な 思惟 と対 質 せ しめ ， 終 未論 は い わ ゆ る 世 界 観 に 対 し て 破壊的 な位

置 に 立 つ もの と して い る
。 近 代神学 は ， こ の 調 和 と妥 協 を計 ろ う と し た の で あ

る が ， こ の こ と は 不 可 能 事 で あ り ， こ の 点 を 鋭 く見 て ， 両 者 を対 質せ しめ た と

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

　 一 20 一

こ ろ に ， 最近 の 終末論 の 意義 と特色 とが あ る と見 て い る 。 熊野氏 は ， こ う した

根 本的 な 主 張 の 上 に 立 っ て ， 更 に 次 の よ うな 諸点 を想定 し て い る 。 即 ち ，

　第
一

， 終末思想 は キ リス ト教信仰 に お い て 固有 な もの で あ り， そ の ゆ え に 世

　　　　 界観 の 単 な る
一

部 分 と し て 見 ら れ る べ き で は な い こ と ，

　第 二
， 従 っ て 終末論 は キ リス ト教神学 に と っ て 基礎的 な もの で あ り， 教義学

　　　　 の 最 後 の 一 章 だ け を 占 め る も の で な い こ と ，

　第三
， か か る終末論 は

，
い わ ゆ る 黙示 的 な 終末 の 信 仰 （ア ポ カ リプ テ ィ ク ）

　　　　 とは
一

応 区別 さ れ ね ば な らぬ こ と ，

　第 四 ， キ リ ス ト教 の 終 末論 は 神 の 救 済 の 事 実 と し て の 啓示 に 基 礎 を もつ もの

　　　　 で あ り， 従 っ て 倫理 的 な 性格 を帯び た もの で あ る こ と ，

　第 五
， 最 後 に か か る 倫 理 的 な 性 格 の 終 末 論 は ， 社会 的 な 文 化 的 な 事 象 に 対 し

　　　　 て 強 い 関心 を持 つ こ と，

　 こ れ ら の 諸点 が 熊 野 氏 の 終 末 論 の 中心 的論議 と な っ て い る 」
1］）

。

　 こ れ らの 諸 点 の うち で
， 最初 に あ げ られ て い る 《（キ リス ト教）信仰 と世界

観》の 明確 な 分別 は ， 熊 野 の 終末論 理 解 の も っ と も重 要 な 主 張 で あ っ た と い え

よ う 。 そ れ は 第三 の 《終 末論 と黙 示 的 ア ポ カ リプ テ ィ ク》 と の 明確 な 区別 を も

結果 す る 主 張 で あ っ た 。 黙 示 文 学的 な 終末観 は 後 期 ユ ダ ヤ 教 に お け る 《世 界

観 》 で あ っ た か らで あ る 。
こ の よ う な 《信仰 と 世界観》 の 分別 が な ぜ 主張 さ れ

な くて は な ら な か っ た の か
，

と い え ぼ ， 第二
， 第 四 に も あげ られ て い る よ うに

キ リス ト教 信仰 ， そ れ ゆ え に ま た ， キ リ ス ト教 神 学 に と っ て 基 礎 的 な 《啓 示 》

に 基 づ く立場 で あ るか らで あ っ て ， その 立 場 は わ が 国 プ ロ テ ス タ ン ト神学が 19

20年代 こ ろ か ら ヨ ー ロ ッ パ に 起 こ っ た 弁証 法 神 学 か ら うけ た 決 定的 な 影 響 の 結

果 を示 す もの で あ っ た 。 事実， 日本 に お け る プ ロ テ ス タ ン ト神学を指導 した熊

野 義孝 は 『終末論 と歴 史 哲 学 』 （1933年 ） の 前 年 に 『弁 証 法 的神学概論』 （1932

年 ） を 出版 し て お り， 『終末論 と歴 史 哲 学 』 と 同 年 の 1933年 に 発 行 さ れ た 第 三

版 へ の 序 に よ れ ば ， そ れ は 半 年 た らず の 間 に 三 版 を重 ね る に 至 っ た と い う 。 桑

田 秀 延 も ま た 1933年 に は 「弁証法的神学』 を 刊行 し
，

そ れ も ま た 翌 年 の 1934年

に は 版 を重 ね て い る 。 熊野 の 『終末論 と歴史哲学』は こ の よ うな 流れ の 中で 出
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版 され ， 大 き な 波紋 を 日本 の 思想 界 に 投 げか け る もの とな っ た の で あ っ た 。 そ

れ は ，

一 体 ， な ぜ だ っ た で あ ろ うか 。 啓示 信仰 を徹底的 に 主 張す る 弁証法神学

の 主 張が ， 日本 の
一

般思想界 の 関心 を 引い た の は ， そ れ が ド イツ 観念論 哲 学 と

結 び つ い た 19世紀 プ ロ テ ス タ ン ト神 学 ， 近 代 自由主義神学 を ， そ の 啓 示論 の 立

場 か ら鋭 く批判 した か らで あ る 。 熊野 の 著書 の 表題 『終末論 と 歴 史哲学』 に お

い て
， 終 末 論 は啓 示 信仰 を 指 し ， 歴 史 哲 学 は 観 念 論 哲 学 と い っ た 世 界 観 を 指

す 。 単純化す れ ば そ れ は信 仰 と世 界観 を表 す 表題 な の で あ る 。 近 代 自由主義神

学 が ドイ ツ 観 念 論 哲学 とい う 世界観 を 容認 し ， そ れ と結 び つ い た形 で 神学 を形

成 し よ う と し て い た こ とが
， 弁 証 法 神学者 た ち に よ っ て 批判 さ れ ， 啓示 とい う

永遠 の 時 間 化 に 堅 く立 っ て ， 《信仰 と世界観》 を鋭 く分 別 す る終末論 的 な視点

が 強 く求 め られ た の で あ っ た 。 熊 野 の 『終末論 と 歴 史哲学』 に 展開 され る ドイ

ツ 観念論 哲学 の 鋭 い 批 判 は
， 神学界 を超 え て

， 広 く哲学界 （少 な く と も京都 学

派 ） に も評 価 さ れ た の は そ の た め で あ っ た 。

　 桑 田 に よ っ て ま とめ ら れ た 熊 野 の 『終 末 論 と 歴 史哲学 』の 要点 の う ち で 第 四

と第 五 に の べ られ て い る熊野 終末論の 倫 理 的 ， 社 会 的 ， 文 化 的関 心 は そ の 後 の

大 木 終 未論 に お け る 継 承 を念 頭 に お く時 に は な は だ 重 要 な 視点 で あ る 。 「終 末

論 と 歴 史 哲 学 』 に お い て は
， 「終 末 論 の 諸 問 題 」 を 論 じ て い る 第 四 章 の 三 で

「終 末 思想 と倫 理 」 が 取 り上 げ られ ， 四 の 「終 末 思 想 と 文 化 」で は 文 化 の 問 題

が 論 じ られ て い る 。

一 般 に は 終末論 と倫理 は 矛 盾す る 概念 で あ る と 考 え ら れ る

の が 普 通 で あ る 。 終 わ り に 関 す る 関 心 の 集 中 は ， 現 在 の 倫 理 的 責務 と か ， 文

化 ， 社会的事象 へ の 無関心 ， 無責 任 な 牛活態 度 を生 み 出す と考 え られ る か らで

あ る 。 新 約 聖 書 の 中 で も指 摘 さ れ て い る よ う な世 界 観 的 （黙 示 文 学 的 ） な 終 未

観 は た し か に そ う で あ る か も知 れ な い
IL’〕

。 初 期 の 弁 証法 神学 運 動 に 対 し て

も， ま た ， 同様 な 批判が あ っ た こ と も た し か で あ る 。 し か し， 熊 野 は そ の そ も

そ もの 当初 か ら倫 理 的 ， 社会 的 ， 文化 的 な 事 象 と ， そ の 終 末 論 的 な主 張 と を積

極的 に 関連 づ けて 理解 して い た こ とは 十分 に 評価 され な くて は な らな い
。

　熊 野 の 『弁証 法 的 神学概論 』 の 序文 に よ れ ば ， そ れ は 「主 と して ブ ル ン ナ ー

の 諸著作 を材料と して概観的 な叙述」 を した もの で あ っ た 。 そ れ は 当 時 日本 に
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お い て は ご く普通 の こ とで あ っ た と い え よ う 。 しか し ， 熊野 は そ の よ うな 説明

に 続 い て さ ら に 次 の よ う に の べ て い る 。 「し か し余 自身 と し て は 現 在多 くの 関

心 を ゴ ー ガ ル テ ン に 繋 い で い る こ と を告 白せ ね ば な らぬ 」
1：1）

。 そ の こ と は そ の

翌 年 に 出版 さ れ た 『終末論 と歴史哲学 』 に お い て も受 け継 が れ て い る 。 た と え

ば ゴ ー ガ ル テ ン を 引 用 し て 信仰 と世 界 観 の 関係 を め ぐ っ て 次 の よ う な 主 張 が な

さ れ て い る 。 「信仰 が 歴 史的 な も の と関わ りを もつ と 言 わ れ るの は ． 単 に 伝承

を 固 守 す る こ と を意 味 し な い
。 否 ， キ リス ト教 信 仰 が もつ と こ ろ の 歴 史的 な 意

識 は ， 世界観 と い う よ うな もの に 対 して か え っ て 鋭 い 対立 を示 して き た 。 なぜ

な ら ，
ゴ ー ガ ル テ ン も言 っ た よ う に

， 『世 界 観 は 常 に 現 実 を 普遍的な 概念 に ま

で も た ら そ う と す る 企 て だ か らで あ る 。 そ れ に よ っ て 人 々 は あ た か も具体 的 な

対立 者 を避 け る の で あ る 。
しか し信 仰 は 具体的 な 邂逅 で あ る 。 そ うで な け れ ば

信 仰 は 無 だ 』。 し た が っ て ， 『信 仰 と世 界 観 と は 相 関 す る と こ ろ で な い 』。 た だ

信仰 に よ っ て ア ブ ラ ハ ム が 年老 い て な お 故 郷 の 地 を立 ち 去 っ た よ うに
， 信 仰 の

世 界 は常 に 冒 険 に よ っ て 作 られ る もの な の で あ る 」
14）

。
ゴ ー ガ ル テ ン の 名前 は

こ の よ う に ， 熊 野 終 末 論 の も っ と も 中核 的 な 部 分 に お い て 登 場 す る 。 こ こ で 引

用 され て い る ゴ ー ガ ル テ ン の 言 葉 は そ の 著 「我 は 三 一
の 神 を信 ず』 に 出て くる

も の で あ る
15）

。
1926 年 に 出版 さ れ た 原 著 は ， 1936年 に 西 田 門 下 の 坂 田 徳 男 に

よ っ て 和 訳 さ れ 長 崎書店 か ら 刊行 さ れ て い る 。
こ れ も 1940年 に 版 を 重 ね て い

る 。
こ の ゴ ー ガ ル テ ン の 著 書 の 副題 は 「信 仰 と歴 史 に 関 す る

一
っ の 研究 」 と

な っ て い る が ， 熊野終 末 論 の 貢 献 は ， 《時間 と永遠》 の 問題 と し て の 終 末 論的

な 啓 示 の 問題 か ら ， 信仰 と世界 観 と を分 別 し ， そ れ を 《信仰 と歴 史》 の 問 題 と

し て 追 及 す る 契 機 と した と こ ろ に あ る と い え よ う。

　 熊 野 の ゴ ー ガ ル テ ン へ の 関心 は そ こ か ら 牛 ま れ た も の で あ り ， そ の 関心 は さ

ら に ゴ ー ガ ル テ ン の 師 で あ る エ ル ン ス ト ・ ト レ ル チ に まで さ か の ぼ る もの で あ

る 。 『終 末 論 と 歴 史哲学 』 の 本文 の
一

番 最 初 に 言及 さ れ る神 学者 の 名 前 は トレ

ル チ で あ り
16）

， 戦 時 中 の 1944年 に は 鮎書 房 か ら 『ト レ ル チ』 を出版 す る ま で

に な っ て い る 。 熊 野 の トレ ル チ へ の 関 心 は 早 くか ら あ っ た が ， 「哲 学 の 方か ら

は 余 り重 ん じ られ な い 」 し
， 「神学 の 方か ら は 相対 論 者 と か 何 とか 言 わ れ て あ
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ん ま り問題 に され な い 」 こ の 人物 を， 熊 野 は トレ ル チ が 生涯 をか け て 「信仰 と

知 識 ， 啓示 と理 性 ， 教義 と 歴 史 と い う よ う な対 立 を 克服 す る こ と
， しか も そ れ

をた だ近 代 プ ロ テ ス タ ン ト神学 の 課 題 と して だ け で は な く， 実 に 彼自身の 魂 の

問題 と し て 取 り上 げ ， 両 者 の 統
一

総 合 の た め に 苦闘」 した こ と に こ の ヒも な く

心 を引 か れ た の で あ っ た
11）

。 言 葉 を替 え て 言 え ば 《信仰 と歴史》 の 総合 の た

め に 苦 闘 した こ とに 心 を 引 か れ た と い え よ う 。 熊野 が トレ ル チ の 弟子 で あ っ た

ゴ ー ガ ル テ ン に ， 弁証法 神学者 た ち の 中 で も と りわ け 多 く の 関 心 を も っ た の

は ， 彼が トレ ル チ か ら う け つ い だ 《信仰 と歴 史》 の 問題 との 取 り組 み に よ る も

の で あ っ た と い え よ う。 言 う ま で もな い こ と で あ る が
， 熊 野 が こ の 近 代神 学 者

の 立 場 に 賛 意 を示 した とい う こ とで は な い
。 しか し

，
ゴ ー ガ ル テ ン は 別 に し

て ，

一一
般 に 弁 証 法 神学者 か ら は無視 さ れ ， 切 り捨 て られ た こ の ト レ ル チ に 終始

関 心 を もち 続 け た と こ ろ に 熊 野 の 独 自性 が あ っ た こ とが ， 熊 野終末論 に 壮 大 な

広 が り と幅 と を与 え る こ と に もな っ た 。
こ の トレ ル チ に 対 す る 神 学 的 関心 は ，

そ の 後 の 日本 プ ロ テ ス タ ン ト神学 に お い て ， 佐 藤 敏 夫 ， 大 木英 夫 ， 熊 澤義盲
，

近 藤勝 彦 ， 芳賀力 な ど に よ っ て
， 真 正 面 か ら取 り組 まれ る こ と に よ っ て 本質 的

に 継承 され て い る こ とが ， 日本 に お け る プ ロ テ ス タ ン ト神学 の ， と く に 欧 米 神

学 と の 対比 に お い て 特色 と し て 注 目 さ れ る と こ ろ で あ る
1’SI

。

　熊 野 が 「終 末 論 と 歴 史哲 学 』 （1933年） を 出 し た 翌 年 に 「キ リス ト論 の 根 本

問題 』 （1934年 ） を 出 した こ と は 決 し て 偶 然 な こ と で は な い
。 前者が 啓 示 論の

性 格 に 基 づ い た 《永遠 と 時 間 》 の 問題 で あ っ た とす れ ば ， そ れ は 永遠 の ロ ゴ ス

の 受肉 に 立 ち 至 る こ と は 当然 で あ る か ら で あ る 。 そ う して ．
こ の キ リ ス ト論

が ， キ リス トの 体 と して の 教 会 論 に 立 ち 至 る こ と も また 当然 で あ る 。 『熊 野 義

孝 全集』第 5 巻 が 「終末論 ・キ リ ス ト論 ・教会論」 と題 して 編 集 され て い る こ

と は そ の こ と を明 確 に して い る 。 日本 プ ロ テ ス タ ン ト神 学 の 終 末論 的 伝統 に

は ，
こ の キ リ ス ト論 か ら教 会 論 に 至 る展 開 も また 含 まれ て い る とい わ な くて は

な ら な い
。

　熊 野 が そ の 熊野 神 学 の 形成 期の 『終末論 と歴 史哲学 』 に お い て ，
ゴ ー ガ ル テ

ン へ の 特 別 な関 心 を示 して い る こ と は ， ト レ ル チ と の 関 係 で す で に 見 た と こ ろ
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で あ る が ， 熊野 は さ ら に ブル トマ ン とそ の 様式史研究を き わ め て 肯定的 に 評 価

して い る 。 信 仰 と世 界 観 と を厳 密 に 区別 す る 熊野 神学 の 終末論 と
， 同 じ よ う に

後年 ， 世界観 で あ る神話論 と信仰的実存 とを厳密 に 区別 す る た め の 方法 と して

の 《非 神 話 化 論 》 を 提 唱 した ブ ル トマ ン と は ， こ の 限 りで は 同
一

線 上 に あ る 。

しか し ， 後年 ， 熊 野 が ブ ル トマ ン や ゴ ー ガ ル テ ン に 対 し て 批判 的 に な ら ざ る を

得な か っ た 萌芽 は す で に こ の 形成 期 の 熊野神学 の 中に た ど る こ とが で き る 。 そ

れ は ゴ ー ガ ル テ ン や ブ ル トマ ン が
， 信 仰 と 歴 史 と の た だ 《相違》 に 固 執 し た の

に 対 し て ， 熊 野 は そ れ と共 に こ の 両 者 の 《関係 》 を洞察 し た と こ ろ に 熊野 神学

と い わ ゆ る 実 存 論 的 神学 との 決 定的 な 相違点 が あ っ た と言 え よ う 。 そ れ を 「終

末論 と歴 史哲 学 』 の 中 に あ る 熊 野 の 表 現 を 引用 し て い え ば 次 の よ う に な ろ う 。

「神学 の 基 底 は 教会 で あ る 。
こ の こ と は 筆者 の 根本 的 な 前提 を形造 る 」

19）

。 熊

野 は 全 集 版 に 収 録 す る に あ た っ て ， 「教 会 の 存 在 （→ 実 存性 ） を つ き と め ， 教

会的 実 存 （→ 現 実 ） の 自覚 に お け る 知 的作業 と して 神学 が 要 求 さ れ るか ぎ り，

神学 の 性格 は 常 に 終末論 的 た ら ざ る を え な い
。 逆 に 言 え ば， 終末論 の 性格 は す

ぐれ て 神学的で あ り ， した が っ て 終始 キ リ ス ト論 的 で あ る 」
2°）

と 改 め て い る 。

す なわ ち ， 実 存 とい う概念 は ， 熊野終末論 に お い て は 《教会的実存》を指 す も

の で あ っ て 泱 し て 《人 間 的 実存 》 を 排 他 的 に 意 味 す る も の で は な い
。 熊野 終 末

論 の こ の キ リス ト論的 ， 教会論的性格 が 、 後年 に お い て 実存論的神学 と の 相違

を 明確 に す る もの と な っ た の で あ る 。 し か し ，
こ の 点 を

一 方 的 に 強 調 す る余

り， 信仰 と 世界観 の 区別 が あ い ま い に な る こ と は あ っ て は な ら な い
。 こ の 点 は

熊野 終末論が ゴ ー ガ ル テ ン や ブル トマ ン と共 に 積極的 に 主 張 し た 点 で あ る か ら

で あ る 。

III

　形成期 の 熊野 の 終末論 ， キ リス ト論 ， 教会論 の 主 要著作を収録 した 『熊野義

孝全集』第 5 巻 の 解説者 が 大木英 夫 で あ る こ と は す で に の べ た と こ ろ で あ る 。

日本 プ ロ テ ス タ ン ト神 学 に お け る終 末 論 的 伝 統 を も っ と も明 確 な 形 で 継承 し て

い る の が こ の 大木 で あ る 。 熊野 終末論 と い う点 は ， 大 木 終 末論 と い う も う
一

っ
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の 点 と結 ば れ る線 とな り ， 日本 の プ ロ テ ス タ ン ト神学 に お い て 終末論は 伝統が

形成 さ れ ， 継承 さ れ る に 至 る 。

　大 木 は 1972年 に 熊 野 義 孝 博 士 に 献 呈 され て い る書物 『終 末論 』 を 出版 し て い

る 。 大木 は そ の 「ま え が き」 に お い て
， 終末論 へ の 関心 に 目覚 め た 決定的 な 契

機 が 日 本 の 《敗 戦 》 で あ っ た こ と を 次 の よ うに 明 ら か に し て い る 。 「筆者 は 陸

軍幼年学校 の 最上 級生 と して 敗戦を迎 え た 。 敗戦 に お け る最大 の シ ョ ッ ク は
，

人 生 問 題 な ど で は な く， 歴 史 問 題 で あ っ た 。 「歴 史 が 変 わ る 』 と い う こ と で

あ っ た 。

… … わ た し は 歴 史の 問題 か ら キ リス ト教 に は い っ た と い っ て も よ

い 」
LN ）

。 大 木 は そ こ か ら 「世 界 そ の も の が 『歴 史 化 』 す る 」 こ と を 自覚 す る に

至 り ， そ の よ うな人 間 み ず か ら の 《歴 史性 》 の 意 識 か ら ， 「終末論 が 現 代 の 構

造 で あ る」 こ と を 発見 し て ， 「終末論 は 現 代文 明 の 宿命 で あ る 」 こ と を悟 る こ

と と な る
L’L’）

。 こ の よ うな 大 木 の 敗 戦体験 は ， そ の 『終末論』 の 中 で 「今 ま で

は 何 と な く語 り に くか っ た 」
23 ｝

と断 っ て の べ られ て い る と こ ろ か ら推察 す れ

ば ， 『終 末 論 』 に お い て は じ め て 明 言 さ れ た 事 実 で あ っ た と考 え ら れ る 。 こ の

敗戦体 験 か ら大 木 の キ リス ト者 と して の 歩 み が 始 め られ ， 東京神学大学 に お け

る 熊 野 の 終 末論 と の 出 会 い を 通 し て ， 大木終末論 の 形 成 へ と至 っ て い る こ と

は
，

い わ ば大 木 の 存在 そ の もの の 内 に 深 く刻 まれ た 終末論的 出来 事 で あ る と い

え よ う 。 こ の よ う に そ の 『終 末 論 』 に お い て 顕 在化 さ れ た そ の 敗 戦 体 験 は ， 大

木倫理 学 の 集 大 成 と もい うべ き 『新 し い 共同体 の 倫理 学 　　基 礎論』 （1994年）

上 下 に お い て は そ の 当初 か ら もは や た め ら い を も っ て で は な く， ま た ， ひ そ や

か に で は な く次 の よ う に 明 白 に 前提 され て い る 。 「こ の 倫 理 学 は
， 激 動 の 時代

の 生 証 人 と し て の 精神的格 闘 の 中 か ら 出 て き た 」
2”

。 「こ の 序 を 終 わ る に あ た

り ， 本 書 の 著 者 が 『激 動 の 時代 の 生 証 人 』 で あ る こ と は
，

そ の 激 動 の 傍観者 と

し て で は な く， そ れ に 全 存 在 的 に 巻 き込 まれ た もの と し て で あ っ た とい う
一

個

の 事 実 に つ い て 述 べ て お き た い
。 少 年 時 代 わ た し は ， 敗 戦 を 東 京 陸 軍 幼 年 学 校

の 最上 級 生 と して 迎 え た 。 そ こ に い た こ とが ， 敗戦 の 国 家的崩壊 の 衝撃 を全 的

に そ の 身 に も魂 に も受 け る こ とを 不 可 避 な も の と し た 。 そ れ は ，
い わ ば 地 震 に

よ る 地 割 れ か ら 深 淵 を 見 る よ う な ， 歴 史の 深層 を 覗 き 見 る よ う な根 源 経 験 で
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あ っ た 。 賀 川 豊 彦 の 導 き に よ っ て キ リ ス ト者 と な り ， や が て 神 学 を 学 ぶ も の と

な っ た 。 神学 は 歴史 の 深層探 究 の 手段 と な っ た 。 そ の こ と が 本書 の 背 景 に あ

る 。 そ の 背 景 な し に は
， 本書 の 倫 理 学的取 り組 み は あ り得 な か っ た 。 自 らの 置

か れ た 時代 に 忠実で あ る し か な い
。 た だ そ の こ とが 本書 の 倫理 学探究 を制約 す

る も の で な か っ た こ と を願 う の み で あ る 」
25 ）

。 そ の 意 味 で 大 木倫理 学 は 暗 黙 に

で は な くて ， 明 白な 仕 方 で 終末 論 的 な性格 を もつ 。

　大木 は す で に 『終末論』 （1972年） に 先立 っ て ， 『終末論的考察』 を1970年 に

中央 公 論 社 か ら出 版 し て い る 。 そ れ は 終 末 論 の 視 点 か ら す る 文 明 批 判 で あ る

が
， 『終 末論』 は そ の よ うな 視点 を 構成 す る 終末論 そ れ 自体 に っ い て 論述 した

も の で あ る 。
こ れ が 諸 大 学 に お け る特殊 講 義 に 基 づ い て い る と い うそ も そ もの

成 り立 ちか ら も ， 『終未論』 は 教科書的 な 気配 りに 満 ち て お り， 広範 な文明批

評 的 な切 れ 味 が 随所 に 見 られ る 。 熊 野 の 『終 末論 と歴 史哲 学 』 が も っ ぱ ら ドイ

ツ 観念 論 哲学 と の 折 衝 を踏 ま え て 展 開 さ れ て い る の に 対 し て ， 大 木 の 「終未

論 』 は ， そ れ 以 前 に 出版 さ れ た 文明評論集 『終末論 的考 察 』 （1970年 ， 中央 公

論 社 ） と ， そ の 後 に 出版 され た 『現代人 の ユ ダ ヤ 人 化 　　現 代文 明 論 集 』 （197

6年 ， 白水 社 ） と い っ た 二 つ の 文 明 評 論 集 の 間 に 挟 まれ て 成 立 し て い る こ と か

ら も ， よ り広範 な 世界 史 の 舞台 で
，

ま こ と に 厳 密 に 永 遠 と時 間 の 交錯 に つ い て

論 じ られ る 。 それ は 「終末論 が 現代世界 の 理 解 の た め に 他 の 思 想 よ り有効」 で

あ り ， 1終 末 論 が
， 現 代 世 界 の 中 に あ ら わ れ て き た ，

つ ま り ， 社 会 変 化 の 結果

あ らわ れ て き た 世界 の 深層構造 に ， き わ め て 適 応 性 を も っ て い る 」 か らで あ

る
Z
％ 従 っ て ， 大 木 に と っ て は 「終末 論 は ， 教 会 の 論 理 に と ど ま ら な い で ， 世

界 の 論理 とな っ て い く」
27）

。 す で に 桑 田 が 指摘 して い る よ う に
，

そ の 点 で は 基

本 的 に 熊 野 も全 く同 じで は あ る が ， 大 木終 末 論 は 実 際 に 文 明 評 論 の 基 礎 に あ る

もの と して 解 明 され て 明 らか に さ れ る 。 そ の 意味 で ， そ れ を当初 か ら意 図 し て

書 か れ て い る か ど う か は 別 に し て
， 大 木 終末論 は 結果 と し て は ブ ル ン ナ ー が エ

リス テ ィ
ー ク と い っ て い る 意 味 に お い て は な は だ 弁 証 学 的 な 性 格 を も つ

。 た と

え ば
，

そ の マ ル ク ス 主 義批判 な ど に も見 られ る よ うに ， 福音 の 啓示 の 光 の も と

に ， 現代文明 の た だ 中 に 果敢 に 切 り込 ん で い くそ の 終末 論 の 展 開 は ， ま こ と に
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《争論的》で あ る
L’s ）

。

　 しか し
， そ も そ も そ の ニ ュ

ー ヨ
ー

ク の ユ ニ オ ン 神学大 学 に お け る博 士 論 文 で

あ る 『ピ ュ
ー リ タ ニ ズ ム の 倫 理 思 想』 （1966 年 ， 新教 出 版社） に よ っ て 帰 国後

に 日本 の 神 学 界 に 登 場 し た 大 木 の 主要 な 関心 は倫理 学 に 向 け られ て き た 。 文 明

評 論集 を世 に 問 うた 大木 は ， さ ら に そ の よ う な評論集 を 『歴史神学 と社会 倫

理 』 （1979年 ，
ヨ ル ダ ン 社 ） な ど の 倫 理 論 文 集 と し て 出版 し ， そ の 倫 理 学 は す

で に ふ れ た 「新 しい 共 同体 の 倫 理 学 一　 基 礎 論 』上 下 に
， 単 に 狭 義 の 倫 理 学 と

し て で は な くて ， 骨 格 の た く ま し い 文 化 論 ， 社 会 論 ， 共 同体 論 と し て の 豊 か さ

に 満 ち た 倫理 学 と し て 集 大成 さ れ て い る 。 以 前 に 桑 田 が 熊野 義孝 の 『終末論 と

歴 史哲学』 の 特色 と し て 指摘 した 第四 の 「キ リス ト教 の 終末論 は 神 の 救 済 の 事

実 と して の 啓 示 に 基 礎 を もつ もの で あ り， 従 っ て 倫 理 的 な性格 を 帯 び た も の で

あ る こ と」， 第 五 の 「か か る 倫理 的 な 性 格 の 終 末 論 は ， 社会 的 な 文 化 的 な 事 象

に た い して 強 い 関 心 を も つ こ と上
9）

と い う二 つ の 特 色 は ， 大 木英 夫 に よ っ て 見

事 に 花開い て い る と い え よ う。
そ の こ と は わ が 国プ ロ テ ス タ ン ト神学 に お け る

終 末論 的 伝 統 の もた ら し た 感謝 す べ き果 実 で あ る 。

注

）1

）2

3

）4

）5

）6

桑 田 秀 延 『基 督教 神学 概論』 （キ リ ス ト新 聞社版 『桑 田 秀 延 全 集』 第 1 巻 ，

1976年 ， p．425）。 Karl　Heim ，　Zeit　und 　Ewigkeit，　die　Hauptfrage　der　heutigen

Eschatologie，　ZThK ，1926，　S．403　ff．参 照 ．

Paul　 Althaus ，　D｛e　letzten　Dinge．　Entwurf　 zur 　christlichen 　Eschatologie．

1922．

Karl　Barth，　Der　R6merbrief．1919．（吉村善 夫 訳 新 教 出版 社 版 『カ ー ル ・ バ

ル ト著作 集』 第 14巻 ）

Martill　 Dibelius．　 Geschichtliche　 und 　 Ubergeschichtliche　 Religion　 in　 Chri−

stcntum ．1925，

R．Bultmann ，
　Jesus．1926．（八 木 誠

一 ・山本 泰 生 訳 『イ エ ス 』 〔新 教 出版 社版

『ブ ル トマ ン 著作集』第 6 巻， 1992年〕）

Folke　Holmstr6m ，　Das 　eschatologische 　Denken 　der　Gegenwart ．1936．
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）7

）8

）9

10）

11）

12）

13）

14）

Reinhold　Niebuhr ，
　The 　Nature 　and 　Destiny　of 　Man ．1941 −43 （第

一
部 ， 武 田

清子 訳 『キ リス ト教 人 間観』新教 出版社 ，
1951年），

Faith　and 　History ．1949．

（飯 野 紀元 訳 『信仰 と歴史』新教 出版社 ， 1950年 ）

Oscar　Cullmann
，
　Christus　und 　die　Zeit．1948．（前 田 護 郎 訳 『キ リス トと時 』

岩波書店 ， 1954年）

桑 田 秀 延 ， 前 掲書 ， p．428．な お
， 桑 田 は熊 野 の 『終 末論 と歴 史哲学』 の 出版

年代 を 1932年 と し て い る が ，
こ れ は 1933年 （昭 和 8年 ）の 誤 りで あ る 。

大 木 英 夫 『終 末論』 （紀 伊 国 屋 新 書 A − 65， 1972年 ）。

桑 田秀延 ， 前掲書， p．429　f．

熊 野 義 孝 『終末 論 と 歴 史 哲 学 』 は
，

1933 （昭 和 8 ） 年 に 新生 堂 か ら 出版 さ れ

て ， 当時 ， 西 田 幾 多 郎 か ら高 く評 価 さ れ て
， キ リス ト教 界 を超 え て 日本 の 思

想界 で 広 く評価 さ れ た 熊 野 博 士 の 出世 作 で あ る 。 翌 1934 （昭和 9 ） 年 ， 「キ リ

ス ト論の 根本 問題 』が 基 督教 思 想 叢書刊 行会 か ら現 代 基 督教 思 想 叢書 の 第二

編 と して 出 版 さ れ た が ， そ れ は 『終 末論 と歴 史哲 学 』 の 展 開 と も い うべ き も

の で あ る 。 こ れ ら の 著 書 は ， そ の 初版 の 出版 後 45 ， 6 年 た っ て 1979年 に 『熊野

義孝 全 集』第 5 巻 「終 末論 ・キ リス ト論 ・教 会論 」 の 中 に 収 録 さ れ て い る 。

こ の 全集第 5 巻 の 解 説 を担 当 し て い る の が ， 大木 英夫 で あ る 。
こ の 全集 収録

に あ た っ て 熊 野 博 士 は こ れ ら二 つ の 著作 に 綿 密 な 訂 正 ・加 筆 を 加 え て い る 。

そ の 改定作業 が ど れ ほ ど徹底 し た も の で あ っ た か は ， 改 定が そ の 底本 と な っ

た 『終 末 論 と 歴 史 哲 学 』 の 増 補 版 第 6 版 （1949年） 408頁 中 ， 406頁 に 及 ん で

い る こ と か ら うか が わ れ る （『キ リス ト論 の 根本 問 題 』 の 場 合 に は 底 本 と な っ

た初版本 244頁中， 改 定 は 序文 を除 い た 本 文 全 体 ，
240頁 に 及 ん で い る）。 小 論

に お い て そ の 詳 細 に ふ れ る こ と は で き な い が
，

こ の 問題 に つ い て は 次 の 拙論

を参 照 して い た だ きた い
。 熊 澤義宣 「「終末 論 と歴 史哲学 』 と 『キ リス ト論 の

根 本問題』 は
， 全 集版 で ど う改 定 さ れ た か 」 （竹 森満 佐

一
監修 『熊 野 義 孝 の 神

学　　 記 念論 文集』新教 出版 社 ， 1986年）。
小論 に お い て は す べ て 全 集版 に 基

づ い て い る 。

た と え ば ，
テ サ ロ ニ ケ 1 ． 4：13−5：11

，
と りわ け 5 ：6ff．

熊野義孝 『弁 証法的神学概論』初版 の 序 （『熊野 義孝全 集』第 11巻 「歴 史 と現

代 」下 ， 新 教 出版 社， 1979年 ， p ．5 ）。

熊野 義孝 『終 末論 と歴 史 哲学』 （『熊野 義孝 全 集』 第 5 巻， 新 教 出版 社 ， 1976

年）p．128　f．
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16）

17）

18）

　　 　　　 　　　日本 プ ロ テ ス タ ン ト神学 に お け る終 末論 的伝 統 一 29 −

Friedrich　Gogarten，　Ich　glaube 　an 　den　dreieinigen　Gott，　Eine　Untersuchung

Uber 　Glauben　und 　Geschichte．1926．

熊 野 義 孝 『終 末論 と歴 史 哲 学 』 （丁熊 野 義 孝 全 集』 第 5 巻 ， 新 教 出 版 社 ， 1976

年） P．5 ．

出 村 　彰 「解 説」 （『熊 野 義孝 全 集』 第 10巻 「歴 史 と現 代 」 ヒ， 新 教 出版 社 ，

1981年 ）　p．572．

a ． 佐藤 敏夫 は 『近代 の 神学』 の 「あ とが き」 に お い て ， そ の 著作 が バ ル ト

的 な 意識 の 系 列 に 属す る もの と
，

プ ロ テ ス タ ン ト の 近 代 文 化 と い う ト レ ル チ

的な 問題 意識 の 上 に立 つ もの と い う二 つ の 系列 が あ る こ と を明 らか に し、 「ま

こ と に 私 は 神 学 と い う も の を 学 び は じ め て 以 来 ， こ の 全 く rE反 対 の 二 人 の 神

学 者 か ら最 も多 くの もの を 学 ん で 来 た こ と を こ こ に 率直 に 告 白 し た い と思

う」 との べ て い る 。 同書 ， 新教 出版社 ， 1964年 ， p．268．

b ． 大 木英夫 は そ の 大 木倫理 学 の 集 大 成 と もい う べ き 『新 し い 共同 体 の 倫理

学 　 　 基 礎 論』 上 下 （教 文 館 ， 1994年） に お い て ， 終 始 ， トレ ル チ との 対話

を意 識 して ， 独 自 の 理 論 を 展 開 し て い る 。 こ の 書 で ト レ ル チ に 言 及 して い る

箇所 は ， 上 巻 で 63箇 所 ， 下 巻 で 102箇所 とい う そ の 膨 大 な 数 は トレ ル チ との 対

話 の 密度 ， そ れ を如 実 に 示 し て い る 。

c ． 熊 澤義宣 は ブ ル トマ ン 解釈学 に 関 す る ド イ ツ で の 博 士 論 文 （Das　Problem

des　 Pro−lne −Mot1v　 in　der　 Hermeneutik 　R ．Bultmanns ，1962，　Diss，　 Heidel −

berg）で ト レ ル チ に も晋 及 しな が ら 論 じ て い る が ， 次 の 書物 は ， 熊 澤 論 文 の ト

レ ル チ 理 解 を め ぐ っ て 論 評 して い る 。

Pierre　 Barthel ，　Interpr6tation　du　Langage 　Mythique 　et　Th6010gie 　Biblique．

E．J．　Brill，1967，　pp ．63，65，66，201．

　 な お
，

こ の 熊 澤 論 文 全 体 に つ い て は ， 次 の もの が 詳 し く論 評 を加 え て い

る
。

G ．　Bomkamm ，　Die　Theologie 　R．　Bultinanns　in　der　neuern 　Diskuss｛on ．

Zum 　 Problem 　 der　 Entmythologisierung　 und 　 IIermeneutik．　 ThR ．NF 　 29

（1963），S．33141 （現 在 は G ．　Bornkamm ，　Geschichte　und 　Glaube．　Erster　Teil，

Gesamlnelte 　Aufs氤tze　Bd ．　III，S．，173−275．熊 澤論 文 に つ い て S．261−263参 照 ）。

最近 に お い て 熊 澤論 文 に 言 及 し て い る の に 次の もの が あ る 。 Bernd　Jaspert，
Sackgasse　im　Streit　Init　R．　Bultmann ．1985，　S．51，

d． 近 藤 勝 彦 が ド イ ツ で モ ル トマ ン の 下 で 書 い た 博 士 論 文 は The 〔》logie　der

Gestaltung　bei　Ernst　Troeltsch．1977 （Diss．　Ttibingen） とい う ト レ ル チ 研 究
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19）

20）

21）

22）

23）

24）

25）

26）

27）

28）

で あ っ た 。 な お ， 近 藤 は さ らに ヨ ル ダ ン 社 か ら 『トレ ル チ著 作集』 を責任編

集者 と し て 刊行 し て い る （全 10巻 ， 1988年完結）。

e ．芳賀力 は そ の 著 『自然 ， 歴史 そ し て 神義論 　 　カ ー
ル ・ バ ル ト を巡 っ て 』

（日本基 督教 団 出版 局 ， 1991年） に お い て ドイ ツ 観念論 と バ ル トを比 較研 究

して い る が
， 著者 は そ れ を熊 野義 孝の 言 うキ リス ト教 厂概 論」 の 為事 で あ る

と説 明 し て い る （p．　457）。 そ れ は ま さ し く トレ ル チ 的 な 課題 で あ る 。 序 章 に

お い て 芳 賀 は トレ ル チ の 言 う啓 蒙的プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム に よ っ て 担 わ れ た

神義 論 の 問題 点 を 浮か び上 が らせ な が ら ，
バ ル トと の 対比 に よ っ て 理 性 と信

仰 ， 世界観 と啓示 とい っ た トレ ル チ 的 問題設 定 を して い る 。

f． な お ， 日本 に お け る プ ロ テ ス タ ン ト神学 の 伝 統 と は 言 え な い が ， ア メ リカ

の 神学 界 で 活躍 し て い る 日本人神 学者 大林 浩 に は次 の トレ ル チ研 究書が あ る 。

『ト レ ル チ と現代 神 学 　 　 歴 史 的 神 学 とそ の 現 代 的 意 義 』， 日 本 基督 教 団 出版

局 ，
1972年 。

熊野 義孝 『終 末論 と歴史 哲学』 （『熊野 義孝全 集』第 5 巻 ， 新教 出版 社 ， 1976

年） P．199．

同前 ， p．200．

熊 澤 義冒 「『終 末論 と歴 史哲 学』 と 『キ リス ト論 の 根 本 問 題 』 は全 集版 で ど う

改 定 され た か 」 （『熊野 義孝 の 神学 』 記 念論文 集 ， 新教 出版 社 ，
1986年 ， p．138

ff．） 参照 。 但 し ， 上 記 の 引用 は 「〈後記 〉」 に 含 まれ て お り， 本 文 の 改訂 を 主

と し た 「記念 論 文 集」 の 熊 澤論 文 で は 言 及 され て い な い
。

大木英夫 『終末論』（紀伊 国屋新書 A − 65， 1972年） p．19．

同前 ， p、8 参 照 。

同前 ， p．19参照 。

大 木 英 夫 『新 し い 共 同体 の 倫理 学 　　 基礎編』 上 ， 教 文館 ， 1994年 ， p．1．

同前 ， p．8f．

大木 英夫 『終末論』 （紀伊 国屋新書 一A65 ， 1972年）p．212参照 。

同前 ， p．211参 照 。

大木 自身 は ア ポ ロ ゲ テ ィ ク とい う用語 を使 用 し て い る。 「ア ポ ロ ゲ テ ィ ク も，

自然神学 的で は な く， 歴 史神学 的 に 構想 さ れ ね ば な ら な い 。 『現 代人 の ユ ダ ヤ

人 化 』 （白水社 ， 1976年 ） は そ の 断 片 的 な 試 み で あ る」 （『歴 史 神学 と社 会 倫

理 』 ヨ ル ダ ン 社 ，
1979年 ， p ．8 ）。 厂争 論 学 」 と は ブ ル ン ナ ー が ア ポ ロ ゲ テ ィ

クに 代 っ て 与 えた名称 エ リス テ ィ ク に 対 し て大木 が 与 えた 訳語 で あ る 。
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29） 桑 田 秀延 ， 前掲 書 ， p．429f ，
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