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基礎神 学 と し て の キ リス ト教弁証学

熊 　澤　義 　宣

1． 基 礎 神 学 と い う概 念 を め ぐっ て ：

　基 礎 神 学 （theologia　fundamentalis） と は ， 元 来 は ，
ロ ー マ ・カ ト リ ッ ク

神学 の 概念 で あ る 。

　 ロ ー マ ・ カ ト リ ッ ク 神学 に お い て は ， 基 礎神学 は ， 神学本来 の 営 み を遂行 す

る の に 先立 っ て
， あ らか じ め そ の 障壁 とな り う る諸問題 を取 り扱 う予備的な部

分 と い う意 味 で 基 礎 神 学 と 呼 ば れ る 。 基 本的 に は ， 教皇 の 権威 を め ぐ る 問 題

と ，

一
つ な る 教会 に

， 現 実 に は 複数 の 諸教 会 が 存在 す る の は なぜ か
， とい うエ

キ ュ メ ニ ズ ム の 問 題 が ， 基 礎 神 学 の 主 要 な 問 題 と い え る 。 教 皇 権 の 問 題 は ，
カ

ト リ ッ ク 神学 に お け る ド グ マ の 学 と し て の 教 義学 の 基 礎 と し て ， ど う し て も論

じ て お か な くて は な らな い 問題 で あ り，

一
つ な る教会 の 問題 は ， 教会 の 学 と し

て の カ ト リ ッ ク神 学 に と っ て ， や は り ， 不 可 避 的 に 神 学 の 主 体 に 関 す る 問題 で

あ る と考え られ て い る 。

　 こ の よ う な 基 礎 神 学 は ， 教 義 学 ， 倫 理 学 と 並 立 す る 神 学 の
一

分 野 で あ る と い

う よ りは ， む し ろ ， 教義学 ， 倫 理 学 を含む ， 神学 プ ロ パ ー に 対 して ， そ の 営 み

に 入 る 前 に ， 基 礎 的 に 論 じ る諸 問題 とい う意味 で ， 基 礎 神 学 と し て 位置 づ け ら

れ て い る とい え よ う 。 それ は他方 に お い て は ， 神学 へ の 導入 と して考 え られ て

い る た め に ， カ ト リ ッ ク 神 学 以 外 の 世 界 に 対 して は ， 弁 証 学 と し て 位 置 づ け ら

れ る こ とは言 う まで もな い が ， そ の 場合 ， 弁証学が
， 教義学 ， 倫 理学 と並立 し

て い る の で は な くて ， そ れ ら神学 的 な 営為 に 対す る基 礎的 な 営為 と し て 位置 づ
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け られ る と こ ろ に そ の 特色 が あ る 。

　近来 ，
こ の カ ト リ ッ ク 神学 に お け る 基 礎神学の 概念 が ， 弁証 学

’）に 代 わ っ

て ，
プ ロ テ ス タ ン ト神学 に お い て も用 い られ る よ う に な っ て き て い る 。 た と え

ば ，
G ．エ

ー ベ リン グ は ， 自分 の 専門 分 野 を基 礎神学 と称 し ， す で に 4 冊 を重

ね て い る そ の 論文 集 『言 と信 仰 』 （Wort 　und 　Glaube ） の 第 2 巻 （1969） に は ，

「基 礎神学 と神論 へ の 論文」 と い う副題 が つ け られ ， 第 3 巻 （1975） の 副題 で

も 「基 礎 神 学 ， 救済論 ， 教会論 へ の 論文 」 と 基 礎 神 学 と銘 打 っ た 論文 が 収 め ら

れ て い る 。 そ の も っ と も最 近 の 論 文 集 で あ る そ の 第 4 巻 （1995） で は ， 「生 の

対局 に お け る神学」 と い う主 題 の も と に ， 第 1部 で は ，
シ ュ ラ イ ア マ ッ ハ ー と

フ ォ イ エ ル バ ッ ハ を め ぐ っ て 《宗教 と宗教喪 失 》の 問題 ， 第 2 部 で は ， 《聖 霊

と時代精神》， 第 3部で は 《宗教改革 と現代》， 第 4 部 で は 《神 学 と科学》， 第

5 部 で は 《生 と教 理 》． す な わ ち ， 生 は 教 え る こ と が で き る の か ， と い う 問題

を め ぐ りな が ら， 生 と死 の 問題 を論 じて い る 。 全 体的 に 基 礎 神学 的 な論 述 で あ

る が ， と くに ， 第 4 部 に 収録 さ れ て い る 「福 音 主 義 （プ ロ テ ス タ ン ト）的 な 基

礎 神学論 」 （1970） は 基 礎 神 学 に 関す る エ ー ベ リ ン グ の 見解 を知 る 上 で 重 要 で

あ る 。
エ ー ベ リ ン グは ，

こ の 中で
， 基 礎 神 学 の 概 念 を ， 弁証 学 の 概念 と 共 に

，

と りわ け シ ュ ラ イ ア マ ッ ハ ー 的 な 意 味 で の 神 学 通 論 （Enzyklopadie ） の 概念

を共 に 論 じて い る 。 神学通論 は ， 基礎神学 に 他 な らな い
。 基 礎 神学 と は

，
そ の

意 味 で ， 神 学 通 論 ， 弁 証 学 な どが 志 向 し て い た もの を ， 今 日 ， 改 め て 取 り上 げ

よ う と して い る ， とい え よ う 。

　最 近 に お い て ，
プ ロ テ ス タ ン ト神 学 の 立 場 で ， 基 礎 神 学 と の 取 り組 み を し て

い る 神 学 者 と し て は ，
ル タ ー 派 の ヴ ィ ル フ リー

ト ・ ヨ ス ト（Wilfried　Joest）

が い る 。 彼 に は ， C ．ア ン ダ ー ソ ン
，
　 W ．イ ェ ッ タ ー

， 0 ．カ イ ザ ー一
，
　 E ．ロ ー

ゼ な ど と の 共 編 の 「神学 』 （Theologische 　Wissenschaft ） の 11巻 『基 礎神学 ，

神学 の 基 礎問題 と 方法問題』（Fundamentaltheologie，
　 Theologische　 Grund−

lagen− und 　Methodenproblem
，
1974） が あ り ， そ の 論 文 集 『神 は 進 ん で 人 間

の と こ ろ に 来 た りた も う』 （Gott　will 　zum 　Menschen 　kommen
，
1977） に は

，

「現 在 の 諸問題 の 地 平 に お け る 神学 の 課 題 」 と い う副 題 が つ け られ て い る 。 そ
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の 第 1部 ， 展 望 に は 「バ ル ト と ブ ル トマ ン の 間」 を は じめ ， 解釈学 に 関 す る 論

文 な ど が 収 め られ ， 第 2 部 ， 具 体 的 な 諸問題 に は宇宙論 や 自然 科 学 の 問題 な ど

も論 じ られ て い る 。
ヨ ス トの 65歳の 記念論文集 『神学 へ の 入 口 』 （Zugang 　zur

Theologie
， 1979）に は 「基 礎 神学論 文 集 」 とい う副 題 が つ け ら れ ， 第 1 部 「神

学 的 基 礎 関連 に お け る 聖 書 と経験」， 第 2 部 「教会 と社会 に お け る キ リス ト者」

と に 分 け ら れ ， 『エ キ ュ メ ニ カ ル 教 義 学 』 の 著 者 で もあ る ， E ．シ ュ リ ン ク の

「基 礎神学的 な 問題 と して の 神義論」や ， H ．フ リー
ス

，
　 K ．ラ ー ナ ー な ど カ ト

リッ ク の 神学者を含 む 12名の 論文 が 収 め られ て い る 。 こ の よ う に ，
プ ロ テ ス タ

ン ト神 学 に お い て も ， 弁証 学 や
， 神 学 通 論 に 代 わ っ て

， 基 礎神学 が 次 第 に 市 民

権 を獲得 し て き て い る 。

II． 基 礎 神 学 の 歴 史 的 素 描 ：

　基 礎 神学 の 歴 史 は い ま だ か つ て 記 さ れ て は い な い
， と指 摘 し て い る の は

，

G ．エ ー ベ リン グで あ る
2）

。 も っ と も新 し い 「神学的百科辞典』 （Theologische

Realenzyklopadie＝ TRE ） で ， 「基 礎神 学 」 の 項 目 を 担 当 し て い る ハ ラ ル ト ・

ヴ ァ
ー グ ナ ー （Harald 　Wagner ） も， そ の 冒頭 で 同様 な こ と を の べ て い る 。

エ ー ベ リ ン グ 自身 が
， 編 集者 と して 責任 を 負 っ て き た ， 戦 後 版 の

， も っ と も標

準的 な 神学 百 科 辞 典 （『歴 史 と現 代 に お け る宗教』 ［Die　Religion　in　Geschichte

und 　Gegenwart ＝ RGG ］3．AufL ） で も ， 見 出 し項 目 は ま だ 弁 証 学 で あ っ て
，

基礎神学で は な い
。 そ の 意味 で ， TRE は は じめ て 基礎神学を独立 した 見出 し

項 目 と した 神 学 百科辞 典 で あ る こ とが 注 目 さ れ る 。

　基礎神学 の 歴 史は 存在 しな い
，

と述 べ て い る ハ ラ ル ト ・ヴ ァ
ー グナ ー は ， そ

こ で 基礎神学の 学問史をた ど る課題 に 取 り組 ん で い る の で ， わ れ わ れ もそ こ か

ら こ の 分 野 の 歴 史的推移 を 暼見 し て み た い
。

　（1） 古代教会 ：基 礎 神 学 は ， そ の 事 柄 の 本 質 か ら言 っ て
， す で に 「あ な た が

た の 抱 い て い る 希望 に つ い て 説 明 を 要 求 す る 人 に は （だ れ に で も），
い つ で も

弁明 で き る よ うに 備 え て い な さ い 」 （1ペ ト ロ 3：15b） と勧 め ら れ て い る 新 約

聖書の 時代 に まで さか の ぼ るべ き もの で あ る。

“

だ れ に で も
”

，

“
い つ で も

”

， キ
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リス ト者 が そ の 抱 い て い る 希 望 に つ い て 語 り ， 答 え る備 え を す る と い う姿 勢

が
， す で に πrpOg 　dπ oλの 4αレ な の で あ る 。 こ の 聖 書本文 は ， 事実 ， 現 代神学 に

お い て 再 三 言及 さ れ て い る テ キ ス トで あ っ て
， そ こ に は ユ ダヤ 教 徒 に も ， 異 邦

人 に も ， 福音 の 真理 を は っ き り と伝 え な くて は な らな い
， 伝 道 学的 な関心 が 明

瞭 に 表 現 さ れ て い る 。 そ の 意味 で ， 弁証 学 ， あ る い は
， 基 礎神学 が ， そ も そ も

伝 道 学 的 な 関 心 か ら生 じ て き た こ と は 見逃 す こ と は で き な い
。

こ の 点 に 着 目す

れ ば， 四福音書や ， と りわ けパ ウ ロ 書簡 は ， 伝道学的 ・ 弁証 学的 な関心 に 従 っ

て 表 現 さ れ ， 構 成 さ れ た 文 書 で あ る と い え る 。

　弁証神学者 と し て 登 場 して き た の は ， 圧 倒的 な 異 教文 化 の 中で
， 福音 を伝 え

る課 題 を 担 っ た
，

ユ ス テ ィ ノ ス
， テ ル ト ゥ リ ア ー ヌ ス な ど ギ リ シ ア ・ロ ー マ の

弁証 学 者 た ち で あ り
，

そ の 努 力 は 古代末期 の ア ウ グ ス テ ィ
ー ヌ ス の 『神 の 国』

（De　 civitate 　 Dei
， 413−426） ま で 続 け ら れ た 。 か れ は そ こ で は 創 造 論 ， 受 肉

論 ， 救 済 論 な ど キ リ ス ト教 信 仰 の 本質 的 な 諸 問題 を 基 礎 づ け る 努力 を し て お

り， 弁証 学が た だ
“

外 に 向か っ て
”

な さ れ る もの で あ るだ け で は な く
“

内 に 掘

り下 げ る
”

営 為 で あ っ た こ と を明瞭 に 示 して い る 。

　（2） 中世教 会 ：中世 に お い て は ， もはや 異 教 との 論争 は 問題 に な らな くな っ

て い た が ，
ユ ダ ヤ 教 と の 論 争 は 続 け ら れ て い た

3 ）
。 こ こ で 特 に 努 力 さ れ た の

は ， 旧約 聖 書 と新 約聖 書 の 調和 の 問題 （concordia 　Vetus　et　Novi　Testamenti）

で あ っ た 。 普遍 教 会 （eclesia 　 universalis ） に お い て は ， キ リ ス ト教 会 と ユ ダ

ヤ 教 の シ ナ ゴ ー グ とが と も に そ れ に 属 す る もの と考 え られ て い た
。

しか し， 新

約聖 書 に あ る 両者の 対 立 は ， 十 字 軍 以 後 ， 強調 さ れ ， イ エ ス の メ シ ア 性 ， 神 の

子 性 を め ぐ っ て ， 数 多 くの 反 ユ ダ ヤ 文 書 （Adversus　Judaics）が こ の 時期 に 現

れ た
。

こ れ と並 ん で ， イ ス ラ ム 教が
，

か つ て の 時代 に 異教 が 占め て い た位置 を

占め て 論 じ ら れ る よ う に な っ て きた 。
コ ー ラ ン に 対 す る 聖 書 の 優 位 性 が こ の よ

うな 状 況 の 中 で 論 じ ら れ ， ヴ ァ
ー グ ナ ー は トマ ス ・ ア ク ィ ナ ス の 『反異教徒

論』 （Summa 　contra 　Gentilus）を 基礎 神 学 の 歴 史 に お け る 重 要 な標 識 点 と 見 な

し て い る 。

　 こ の よ うな 《信仰 の 防衛》の 試み と並 ん で ， 《信仰 の 基 礎 づ け 》の 試 み もな
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され， そ こ で は信 じられ る に値する こ と （credabilitas ）が もっ ぱら論 じられ

た 。 中世 後 期 か らル ネ サ ン ス の 時 期 に か け て は ，
こ の 問題 は い っ そ う心 理 学 的

な傾向をもつ よ うに な り， こ こ ろ と理 解 ， 意思 の 問題 な どが 近代 カ ト リ ッ ク神

学 の 方向性 に 影 響 を 与 え る も の と な っ た
4）

。

　（3） 宗 教 改革期 ：中世 に お い て ，
の ち の 基 礎神学 に と っ て 大 き な課題 と な っ

た教会論が ， そ の 公会主義 （Baziliarismus） と の 関連 で 論争点 と な っ た 。 そ

れ は ウ ィ ッ ク リフ （J．Wyklif）や フ ス （J，　 IIus） をめ ぐ っ て 鮮烈 な もの と な っ

た 。
こ の 時代 に ヨ ハ ネ ス ・ フ ォ ン ・ ラ グ ー サ の 『教会論』

5）が 現 れ た の は け っ

して 偶 然 な こ と で は な か っ た 。 そ れ は そ も そ も教会 論 と して は最初 の もの で あ

っ た 。 そ の 関連 で ，

一
つ の ， 聖 な る

， 普遍 の （カ ト リッ ク 的 な）， 使徒 的 と い

う教会 の 標識 （notae 　eclesiae ） が 取 り上 げ られ て ， 異端 や 分離 主 義者 た ち は

そ れ を基準 と して 排除 さ れ た
6）

。

　宗 教 改 革 を通 して こ の
“
ま こ との 教 会

”

とい う問題 は ，
ロ

ー
マ ・カ トリ ッ ク

の 側 で は ，
ロ ー マ 教 会が キ リ ス トの 教会 と し て の あ らゆ る 特性 を所有 して お

り ， そ れ 以 外 の も の は ま こ と の 教 会 で あ る と認 定 さ れ る こ と は で き な い
， と主

張 さ れ ，
ロ ー マ 教 会 か ら分 離 した 諸教 会 や グル ー プ な ど で は ， ま こ との 教会 と

は 何か
， そ れ は ど こ に あ る の か ， な ど とい う こ と に つ い て 明確 に す る こ と を迫

られ た の で あ る 。 宗 教 改 革 者 ル タ
ー は

， 「わ れ わ れ が 正 しい
， 古 い 教会 に と ど

まっ て お り， わ れ わ れ が ま さ し く正 しい
， 古い 教会 で ある

，
と証明 した と して

も ， そ れ は どの よ う に して ， 古い 教会 に 背 き ， 古 い 教会 と対立 し て 新 しい 教 会

に 向か っ て 方向づ け られ て い る の だ ろ う」
7）

と問 うて い る 。
こ れ こ そ が 基礎神

学的 な 問 い で な くて 何 で あ ろ うか
8）

。

　（4） 啓蒙 主 義時 代 ： ハ ラ ル ト ・ ヴ ァ
ー グ ナ ー は

， 啓 蒙 主 義時 代 に 問題 と さ れ

た 啓示 論 こ そ が ， 近 代 の 基礎 神学 の 本質 を 形 成 す る と見 る 。 キ リ ス ト教信 仰 の

弁明 ， 信仰 の 基 礎 づ け， 教会 の 弁証 な ど は ，
こ の 啓示 論 とい う礎石 の 上 に 成 り

立 つ 議 論 で あ る とい うの で あ る 。 そ の 点 に お い て
，

カ トリ ッ ク も プ ロ テ ス タ ン

ト も同様 で あ る 。 啓 蒙 主 義 は へ 一 ゲ ル の 影 響 の も と ， 純 粋 の 合 理 主 義 と不 当 に

誤 解 さ れ ， と りわ け ， カ トリ ッ ク 神学 の 側 で は ， 啓蒙主 義 と は徹底 した 啓 示 へ
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の 敵 意 に 満 ち た も の だ と さ れ て きた 。 そ の よ うな 確 信 は ， 間 接 的 に は ， 啓 蒙 主

義 に お け る啓示 観 ， 啓 示 批 判 に た い す る誤 っ た 認 識 に よ る もの で あ り ， 直接的

に は ，
フ ラ ン ス 啓 蒙主義 に お け る無神論 の よ うに

， 啓 蒙 主 義 と合理 主 義 と を 単

純 に 同
一

視 し た と こ ろ か ら 生 じ た 。 理 性 が 出会 うの は ，
こ の よ う な 自称 ， 啓蒙

主 義的な 見解 で あ る 。 啓示 は キ リ ス ト教 独 自の 存在 領 域 と さ れ ， キ リ ス ト教 に

お い て 啓 示 と し て 示 さ れ る もの は ， 事 実 ， 神 に 由来 す る も の で あ る ， と論 じ ら

れ ， 組織化 さ れ る よ うに な っ て き た 。
こ れ が 『啓 示 論』 （De　Revelatio）， あ る

い は ， 『キ リス ト教 の 示 威 』 （Demonstartio　Christiana） な ど と い っ た 当時 の

神学 的 な 文書 の 核 心 部 分 で あ っ た ． こ れ が ま た の ち の 基 礎 神 学 の 中 心 部 分 と も

な っ た の で あ る 。
プ ロ テ ス タ ン ト側 で は ，

こ れ に 対応 し て 18世 紀 以 来 ， ア バ デ

イ ッ ク （Jaques　Abbadic）， 　ク ラ
ー

ク （S．　 Clarke）， 　フ ッ ク （Luc −Joseph

Hooke ） な ど に よ る ， 反理 神論 的 ・ 哲学的文書 が 出 さ れ た 。

　（5） 19世 紀 ：近 代 に お け る カ ト リ ッ ク 基 礎 神 学 の 父 と言 わ れ て い る の は ， 標

準的 な 弁証 神学 で あ る 『キ リス ト教の 神性 と
，

そ の 現 れ の 科学的 な 証 明 と して

の 弁 証 神 学』 の 著者 ヨ
ー

ハ ン ・ セ バ ス テ イ ア ン ・フ ォ ン ・ ド ラ イ （Johann

Sebasitian　von 　Drey）で あ る
9）

。 彼 が 近代 カ ト リ ッ ク基 礎 神学 の 開拓 者 と し て

評価 さ れ て い る の は ， 弁 証 学 的 な 問題 領 域 と ， 科学 的 ・ 理 論的 な 問題 領 域 と を

結 び つ け る こ と に 成 功 し た ， と評価 され て い る か らで あ る 。

　 ドラ イは
， 啓 示 の 真 理 と ， 理 性 の 真 理 と が

一
つ で あ る こ と を論 証 し よ う と 努

め ，
F ．D ．　E ．シ ュ ラ イ ア マ ッ ハ ー が 哲学的 神 学 （Philosophische　Theologie ）

の 下 に ， 弁証 学 （Apologetik） と 論 争 学 （Polem 孟k） を お い て い る が ， 彼 も

そ の 可 能性 を わ ずか な が ら も認 め て い る 。
シ ュ タ ッ ドラ ー の 表 現 を 用 い れ ば ，

そ の 哲学的神学 に お い て は ， 超 越 で あ りな が ら， 同時 に 内在で あ る 啓示 の 逆説

が 反 映 さ れ て い る ， 神学 的 な 基礎科学 が 問 題 と な っ て い る の で あ る
1°）

。

　 第 1 ヴ ァ チ カ ン 公 会 議 は ， 啓 示 信仰 と 理 性 との 対 立 に 直 面 し た が ， 「正 し く

用 い られ た 理 性 は ， 信仰 の 原 理 を証明 し， 信仰 に 照 ら し出 され て ， 神 の 事柄 に

関 す る 科 学 を 形 成 す る 」 こ と を 明 ら か に し て い る 。
カ ト リ ッ ク 基 礎神学 と銘 打

っ た 最初 の 著 作 は ，
ヨ ー ハ ン ・ ネ ポ ム ー ク ・エ ー

ア リ ッ ヒ （Johann　 Ne 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一 　200　一

pomuk 　Ehrlich）の 『基礎学第一部と しての
， 宗教と啓示 の神学 と理論 へ の 普

遍 的 な導入 に 関す る 講義の 入 門書』 で あ っ た
’1）

。

　 こ の こ と か ら もわ か る よ う に ， カ ト リ ッ ク神学 に お い て も， 基 礎 神 学 とい う

呼 び方 は ， 19世紀 に な っ て は じめ て 現 れ た もの で あ っ た の で あ る 。

III
． 現代 カ トリ ッ ク 神 学 に お け る基礎 神 学 ：

　 カ
ー

ル ・ ラ ー ナ ー （Karl　 Rahner） の 基 礎神学 は
， 超越論 的人 間学 （tran −

zendentale 　Anthropologie ） と し て の 基礎 神学 と呼 ばれ る 。 彼 の 基礎神学的 な

原理 は その 著 「言葉を聴 く者』（H6rer　des　Wortes，
1940）に お い て 示 さ れ て

い る 。

　ハ イ ン リヒ ・フ リ
ー

ス （Ileinrich　Fries） の 基礎神学 もま た ， 超越神学的

（tranzendentaltheologische） な基礎神学 と呼 ば れ る が ， 彼の 場合 ， 啓 示 論 を

中心 とす る 。 従 っ て
，

そ の 基 礎 神学 は ， す べ て の 信仰 の 内容 を包括 し ， そ れ に

先 立 っ 神学 的基礎科学 と考 え られ て い る 。

　 オ イ ゲ ン ・ ビー ザ ー （Eugen　Bieser）は ミ ュ ン ヘ ン 大学神学部 で ， カ
ー

ル ・

ラ ー ナ ー の 後継者 と して グ ア ル デ ィ
ー 二 講座 を 引 き継 ぎ， そ の 著 『解釈学的基

礎 神 学 の 原 理 』 （Grundriss　einer 　hermeneutischen　Fundamentaltheologie，

1975 ） に お い て
， 解 釈 学 的 基 礎 神 学 を代 表 す る 。 マ ル テ ィ ン ・ ブ ー バ ー （Mar −

tin　Buber ）や フ ェ ル デ ィ ナ ン ト ・ エ ー ブ ナ ー （Ferdinand 　 Ebner）な どの ，

人 格 主義 的 な
“

わ れ
”

と
“

な ん じ
”

の 対 話 と 出 会 い の 思 考 や ，
ハ ン ス ・ ゲ オ ル

グ ・ガ ダ マ ー （Hans 　Georg 　Gadamar ） の 哲 学 的解 釈 学 ， さ ら に は 構 造 主 義

な ど もそ の 背景 に あ る と い わ れ る 。

　 以 上 の 3 名 に 対 し て ， ま っ た く違 っ た 主 張 を もつ の が ， 政 治 的神 学 を提 唱 す

る ヨ ハ ン ・ バ プ テ ィ ス ト ・ メ ッ ツ （Johann　Baptist　Metz ） で あ る 。
メ ッ ツ の

基 礎神学 は 実践 的基 礎 神学 （praktische 　Fundamentaltheoiogie ） と呼 ばれ る 。

こ の 際 ，
キ リス ト者の 実践 と は ， キ リス トへ の 信 従 を意 味 す る 。

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

基礎 神学 と して の キ リス ト教 弁 証 学 　一一201 一

IV ． 現 代 プ ロ テ ス タ ン ト神 学 に お け る基礎神学 ：

　 カ トリ ッ ク神学 と比 較 し て ，
プ ロ テ ス タ ン ト神 学 に お い て は ， カ ト リ ッ ク 的

な意 味 に お け る 基 礎 神 学 に つ い て
， 知 ら な か っ た だ け で は な く， 「カ ー ル ・ バ

ル トの 神学 の 直接 ・ 間 接 的 な 影 響 の も とで ， そ れ を原 則 的 に 拒 否 し た 」
12 ）と さ

れ て い る 。
バ ル トは ブ ル ン ナ ー と の 自然 神学論争 を通 し て ， 神 の 言 葉 の 神学

を ， 哲学 的 ・普遍 科 学 的 に 基 礎 づ け る こ とに
“

い な
”

（Nein ！）を 語 り ，

一
切 の

弁証 学 的 な 営 み を閉 ざ し た か ら で あ る 。 こ の こ と は 逆 に 言 え ば ， 弁証 法 神 学 に

お い て た だ 一
つ の 例外的 な 営 み は ，

バ ル トの 論 敵 と な っ た ブ ル ン ナー が 伝道学

的 な 関心 か ら 主 張 し た
“

結 合 点
”

と して の 形 式 的 な 神 の 像 （ein 　 formales

imago 　 Dei） の 主 張 で あ っ た と 言 え よ う 。
ブ ル ン ナ ー も ま た ， 従 来 の 弁証 学

（Apologetik） の もつ 消極的 な 性格 を嫌 っ て ， 新し くよ り積極的 ， さ ら に は ツ

ヴ ィ ン グ リ的 な攻 撃性 を も つ 言 葉 と して ， 争 論 学 （Eristik） を 主 張 し て い る 。

ブ ル ン ナ ー の 結合点の 主張 は ，
ハ ラ ル ト・ ヴ ァ

ー グ ナ ー
の 指摘 して い る よ う

に
，

い つ の 時代 で も基 礎 神 学 の 基本 主題 で あ っ た の で あ る 。 弁 証 法神 学 に お い

て 辛 う じて 基 礎神学 の と も しび を絶 や す こ とが な か っ た の が ， ブル ン ナ ー で あ

っ た とい え よ う。

　20世 紀 後半 に な っ て ， わ れ わ れ は は じめ て ， 自 ら を 「プ ロ テ ス タ ン ト基 礎 神

学 者 1 と称 す る ， ゲ ア ハ ー
ト ・ エ ー ベ リ ン グ を も つ こ と と な っ た 。 1968年 以

来 ， チ ュ
ー リ ッ ヒ 大 学 神 学 部 に 設 け られ た 基礎 神学 ， 解 釈 学 の 最初 の 教 授 とな

っ た の が エ ー ベ リ ン グで あ っ た
。 基 礎神学 の 課題 は

， 神学 の 基礎 とは な に か ，

と い う こ と と ， そ の 基 礎 付 けが ど の よ う に し て 遂 行 さ れ る か ， と い う 問 い に 答

え る こ とで あ る 。 第
一

の 問い に 対 す る答 え は
， 神学 の 基 礎 は ， 信仰 の 基 礎 で あ

る イ エ ス ・キ リ ス ト に お い て
， イ エ ス ・ キ リ ス トに よ っ て な さ れ る 基 本 的 な 出

来事 で あ る と ， 答 え られ る 。 活 け る イ エ ス ・ キ リス ト自身が
， 最後 の 決 断が な

さ れ る た め の 基 礎 に 他 な ら な い
。 第二 の 問 い に 対 し て は

， 基 礎 神学 が 果 た し う

る こ と は ， 信 仰 を もつ 以 前 の 人 間 ， 信仰 の 外側 に い る 人 間 に ， キ リ ス トが い か

に し て 信 仰 の 根 拠 と な る の か を考察 す る こ とで あ る ， と答 え る こ とが で き る 。

エ ー ベ リ ン グ は ， 以 前 は 基 礎 神 学 を 教 義 学 の 初歩 的 な 基 礎段階 （elementare
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Grundstufe ） で あ る と考 え て い た が ， 『神 学 の 学 習 』 （Studium　der　Theologie，

1975） と名付 け られ た 後 の 神学通 論 （theologische 　Enzyklopadie） に お い て

は ， 明 瞭 に ， 基 礎 神 学 を神学的 な基礎論 （theologische　Grundlehre）だ と主

張 す る よ う に な っ た 。 そ れ は ， さ ら に 弁 証 学 で あ る 。 そ れ も ま た 同時 に 神 学 の

担 っ て い る 原理 な の で あ る 。 要綱 と し て ， 基礎神学 は 以 前 に 神 学通論 が 行 っ て

い た こ と を継 続 し ， 最 終 的 に は そ れ と神学 と の 関 係 を 思 考 す る 限 り， 科 学 論

（Wissenschaftstheorie） と取 り組 む の で あ る 。

　ヴ ィ ル フ リ
ー

ト ・ヨ ス ト （Wilfried　Joest） は ， その 基 礎 神 学 に お い て ， 神

学 の 基 礎 論 と方 法 論 と を提供 し よ う と した 。 そ れ は も っ ぱ ら人 間が 啓 示 に 向 か

っ て 存在 して い る こ と を ， 哲学的 に 基 礎 づ け よ う とす る カ トリ ッ ク 的 な 基 礎神

学 と は異 な っ て い る 。

　 ヨ ス トは， そ の 原理論 と方法論 とを ， た だ ， 教義学 に だ け 限定 す る こ と な

く， 神学 全 体 に 及 ぼ す こ と を 考 え て い る。 そ れ だ け で は な く，
ヨ ス トの 基 礎神

学 は ， イ ス ラ エ ル お よ び イ エ ス ・ キ リス トに お け る神 の 啓示 ， 普遍 的啓示 ， 信

仰 と理 性 な ど今 日 の カ ト リ ッ ク の 基礎神学 が取 り扱 っ て い る 主題 を ほ とん ど も

れ な く取 り上 げて い る 。 こ の よ うな基 礎神学が あ ら わ れ た こ と は ，
そ の 意 味 で

は ま こ と に エ キ ュ メ ニ カ ル な 出来事 だ とい え よ う。

　 ヴ ォ ル フ ハ ル ト
・バ ネ ン ベ ル ク （Wolfhart　Pannenberg） 1ま， も っ と も早 い

時期 に カ ト リ ッ ク 的な基 礎神学 と ， プ ロ テ ス タ ン ト的な 基礎 神学 との 集約 点 を

示 し た神学者 で あ る と思 わ れ る 。
バ ネ ン ベ ル ク は 人間を権威 か ら解放 した 上

で
， 合 理 的 な 次 元 に お い て キ リス ト教 が 最高の 妥 当性 を有 す る こ と を論証 し よ

う と す る 。 そ こ で 基礎神学が 出番 とな る の で あ る 。 彼 は キ リス ト教神学が
，

た

だ 宗教 の 神学 と して だ け 可能 で あ る と考 え る 。 そ れ は す べ て を 決 定 す る神 の 現

実の 告知 を宗教の 中 に 問 う。 神学 の 科学 と し て の 性格 も そ こ か ら決 定 され う る

の で ある 。

　 そ の 他 ， 「理 解 と信 仰 ：プ ロ テ ス タ ン ト基礎 神学 原論」
13）

を書 い た ホ ル ス ト ・

バ イ ン ト カ ー （Horst 　Beintker）， 「釈義 と基 礎神学」
14）を書 い た ， 著名 な 新約

学者 ，
フ ェ ル デ ィ ナ ン ト ・ ハ

ー
ン （Ferdinand　Hahn ）， 「神学者 と最近 の 科学
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論 の 議 論 」 に も参 加 し て い る か つ て の 希望 の 神学者 ゲ ア ハ
ー

ト ・ザ ウ タ ー

（Gerhard　Sauter ）な どが
，

プ ロ テ ス タ ン ト神学 に お い て 基 礎神学 的 な 営 み を

して い る 。

V ． プ ロ テ ス タ ン ト基礎 神学の た め に 求 め られ る三 つ の 要 請 ：

　 カ ト リ ッ ク 基礎 神 学 の 二 つ の 基 本 問題 で あ っ た ， 教皇 論 と教会 論 の うち
， 教

皇論 は ，
プ ロ テ ス タ ン ト基 礎 神学 で は ， 聖書論 と な ら ざ る を 得 な い 。 い ず れ も

そ の 権威 の 所 在 に 関 す る論 議 と な る 限 り ， 平行 線 を た ど ら ざ る を 得 な い が ， 権

威原 理 で は な くて ， 解釈原理 の 問題 と し て 取 り組 む 限 り ，
よ り生 産 的 な 展 望 を

得 る 可 能 性 も あ ろ う 。 基 礎 神 学 に お い て 解 釈 学 が 重 要 な 位 置 を 占め る意 味 も そ

こ に あ ろ う。 後 者 の 教 会 論 は ， 教会
一

致 の 問題 と して ，
エ キ コ メ ニ ズ ム の 問題

と し て ， と り わ け
， 第 2 ヴ ァ チ カ ン 公 会 議 以 後 ， カ ト リ ッ ク

，
プ ロ テ ス タ ン ト

双 方 に と っ て 共 有 で き る 課 題 と な っ た と い え よ う 。

　そ の 大 枠 の 中 で
，

ハ ラ ル ト ・ヴ ァ
ー グナ ー は ， 基 礎 神 学 の 主要 問題 と して 次

の よ うな諸問題 を あ げて い る 。

　  信仰 と理 性

　  信 仰 と理解

　  信 仰 と 実践

　  信仰 と経験

　  真 理 問題

　 こ れ と ほ ぼ 同趣 旨の こ と を
，

ホ ル ス ト ・ バ イ ン トカ ー は論 文 「理 解 と信 仰 ：

プ ロ テ ス タ ン ト基 礎 神学原言創 に お い て 展開 して い る 。 そ こ で 彼 は次 の よ うな

主題 を あ げて そ れ ぞ れ 命題 を た て て い る 。

　  神 学 的原理 論 の 新 た な命名 と
， そ の 具体的 な課 題 設 定 （1〜 12）

　  人 間実 存の 原現 象 と して の 理 解 と信 仰 に 関 す る神学的見解 （13〜 18）

　  福 音 主 義的 な使 信 の 核 心 と し て の 神 と 人 間 に 関す る ， 救 済 史 的 に 基礎 づ

　　 け ら れ た 見解 （19〜 22）

　  神 学 的作 業 の 主 要 観 点 （23〜 28）
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　  知識 と信仰 （29〜 34）

　  科学 と神 の 問題 （35〜 42）

　  信 仰 と現 実把 握 （43〜 51）

　  信 仰 の 本 質 と真 理 ， 果 実 と確証 （52〜 63）

　  信 仰 の こ の 世 性 （64〜 75）

　  信 仰 と （救済 の ）歴 史 （76〜 87）

　  信仰 と真理問題 （88〜 99）

　  信 仰 と理 性 一 理 性 と啓 示 （100〜 113）

　  啓示 と神学
一

ケ ー リ ュ グマ と ドグマ （114〜 125）

　代表的 な プ ロ テ ス タ ン ト基 礎 神学者 ， G ．エ ー ベ リ ン グ は ， 1970年 6 月 2 日

と 4 日 に ， カ トリ ッ ク神 学 者 カ ー
ル ・ ラ

ー
ナ

ー も教 鞭 を と っ て い た ， イ ン ス ブ

ル ク の レ オ ポ ル ト ・ フ ラ ン ツ ェ ン ス 大 学の 創立 300年記念 に ， そ こ の 「教義学

と 基礎 神学 の た め の 研究所」 の 招待 に よ っ て 客員講演 を して い る 。
こ れ が す で

に あ げた 論文 「福音主 義 （プ ロ テ ス タ ン ト）的 な 基 礎 神 学 論」 で あ る 。 こ の 講

演 の 最後の 部分 で
，

エ ー ベ リン グ は， 福音主義 （プロ テ ス タ ン ト）的な基礎神

学 の た め に 彼が 特 に 重 要 で あ る と判断 して い る次 の よ う な三 っ の 要請事項 を あ

げて い る 。

（1） 神学 の 本質的内容 （Sache） に 向 か っ て
， 神学 の 作業 を統合 （Integra−

　tion） す る こ と。

　今 日 ， 神学 は か つ て な い ほ どに 専門的 に 分化 し， 多岐多様化 し て い る 。 そ の

結果， 神学 そ の も の が 結局 は 喪失 の 危 機 に 立 た され る こ とに な っ て き て い る 。

神 学 者た ち が ， そ の 内側 に あ っ て 専 門家 と して 学 問 的 に 通 暁 す る こ と が で き る

地 平 は ， ま す ま す 狭 くな っ て き て お り， 自分 の 専 門 領 域 以 外 の 問 題 に つ い て

は ，
と もに 語 っ た り， 判 断 を下 した りで き る か ど うか は

，
は な は だ あ や し くな

っ て き て い る 。 数多 くの 研究 が ， 過剰 に 供給 さ れ る た め に 生 か さ れ て お らず ，

そ の 限 りで は ま こ と に 不 毛 と言 うべ き現状 で あ る 。 専 門 の 神学研 究者 と して の

生 涯 を送 る こ と を 日ざす者が後を絶た な い 反 面 ， 教会 とい う実践 の 場 で 働 く者
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が 不 足 して い る 。
こ の よ うな不 毛 な 分化 現 象 ， 専 門化 現 象 に た い して

， 統合化

が 緊急 な 要請 と して 提起 さ れ ， チ ュ
ー リ ッ ヒ 大 学神学部で は 1971年の 夏 学期 に

は ， 試 験 的 に そ の よ うな 統 合講 座 が 始 め られ て い る 。
エ ー ベ リ ン グが こ れ を神

学 の 本 質 的 内容 （ザ ッ へ ） に 向か っ て の 統合化 と い っ て い る こ と は 重要で あ

る
。 彼 は そ の ザ ッ へ が 何 で あ るか は特定 して は い な い が

， 基 礎神学の 基礎 は イ

エ ス ・キ リス トで あ れ ば ， そ れ は 静 止 して い る キ リス トで は な くて 、 わ れ わ れ

に 先立 っ て 歩 む動的な キ リス トと して ， わ れ わ れ をそ の 伝道 （misgio 　Christi）

へ と動機 づ け る もの だ と言 え よ う 。 も し も ，
エ

ー ベ リ ン グ が こ こ で 問 題 に して

い る神学 が 教会 を死 滅 させ る もの で あ れ ば
， 基礎神学 は そ れ を活性化 さ せ る道

と して 求 め ら れ て い る と言 え よ うか 。

（2＞ 信 仰 に 基 づ い て
， キ リ ス ト教 的 な も の を 集 中 （Konzentration） す る

　 こ と 。

　第 1 の 要請 の 統 合 化 と共 に
， 第 2 の 要請 で は集中化が 求 め られ て い る 。 そ の

よ うな 要 請 は ， 伝 統 に よ っ て 継 承 す る圧 倒 的 に 豊 か な遺産 と
， それ を 生 か す こ

とが 僅 か しか で き な い
， と い うア ン バ ラ ン ス に 直 面 す る と こ ろ か ら来 る 。 キ リ

ス ト教信仰 は ， 信 仰 の 根 拠 と し て の イ エ ス ・
キ リス トへ の 信仰 で あ る が ， そ れ

は点 の よ うな もの で は な くて ． 聖書 の コ ン テ ク ス トや 教 会 史 の 過 去 と も結び っ

い て い る 。 も ら う ん ， そ れ は た だ 過 去 の 思 い 出 に 生 き る と い う こ と で は な い

が
， た えず彼 を こ こ ろ に 刻 む こ と に よ っ て （Er −innerung）， 死 せ る過 去 で は な

くて ， 活 け る 過 去 と して
， 生 命 の 泉 とな る の で あ る 。

こ の よ うに し て信仰の 根

拠 そ れ 自体 を経験 し
，

そ こ か ら さ ら に 活 き活 き と した 信仰 が 生 まれ る の で あ

る 。

（3） 信仰 を あ りの ままの 生活 の 中に 限定 す る （Lokalisation）。

　信 仰 は
， 実 際 に な され て い る生活 の た だ 中以 外 の と こ ろ で

，

一
体 ， ど こ に そ

の 場 所 を もち ， そ の 必然 性や ， 生 活 を も つ べ き だ と言 う の だ ろ うか
。

エ ー ベ リ

ン グは その 論文集 『言 と信仰』の 第 4 巻 を 「生 の 対局 に お け る 神学」 と題 し て
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い る こ と は す で に触 れ た と こ ろ で ある が
，

そ れ は ある 意味で は ， 対局 の 中の 生

か ら ， ど れ が ほ ん と うの 生 で あ る の か ， そ の あ りの ま ま の 自然 の 生 へ の 探 究 だ

と も理 解 で き よ う。 彼 は そ の 最後 の 対局 と して 《生 と教 え》 を あ げて
，

そ の 中

で 「ル タ
ー の 死 と の 対決 の 神学 1 をめ ぐる議論 を展 開 して い る 。 信仰 を あ りの

ま まの 生 活 の 中 に 限定 す る こ と を求 め る こ と は ， あ りの ま ま に 死 と対 決 す る 神

学を探究す る神学で もあ る。
こ の よ うな基礎神学 の射程に は ， 神学的死 生学も

当 然 入 っ て くる もの と思 わ れ る 。

VI． 基 礎 神 学 の 展 望 ：

　 プ ロ テ ス タ ン ト基礎 神 学 は ， 従 来 の 弁 証 学 ， 神 学通 論 を よ り洗練 さ れ た 仕 方

に お い て 包 括 す る も の で あ っ て ， 聖 書論 （聖 書解釈 学） と教会論 （エ キ ュ メ ニ

ズ ム 論） を 柱 と す る 。

　 そ れ は 神学 の ザ ッ へ と して 活 け る神の わ ざで あ る伝 道 （missio 　Dei） へ の 参

加 を志 向 す る ダ イ ナ ミ ッ ク な 営み で あ っ て
， 聖 書 テ キ ス トと

， 歴 史 的世 界 の コ

ン テ キ ス ト との 統合 を追 求 し ， そ の 射 程 は ， 世俗 化 論 ，
V ジ ャ

ー 論 ， 人 間論 ，

フ ェ ミ ニ ズ ム
， 世代論 ， 家族 論 ， 教育論 ， 福祉論 ， デ ィ ア コ ニ ア 論 ， 障害者神

学 ， 神学的死 生 学 ， ホ ス ピ ス 論 ， メ ン タ ル ・ケ ア論 ， 生 命倫理 ，
マ ス メ デ ィ ア

神学， 地球環境論， 国家 と宗教 ， 宗教協力の 問題 ， ア ジ ア 論， そ の 他の 諸問題

に 及 ぶ 。

注

　本論文 は ， 1997年 1月 8 日 に 八 王 子 の 大 学 セ ミ ナ ー ハ ウ ス で な さ れ た 東京神学大

学教職セ ミナ ー で の 主題講演を基 と した もの で あ る 。 わ た しは 同年 3 月末 に定年退

職 した が
， わ た し と お な い 年 で 遅 生 まれ の 赤 木善 光 教 授 もわ た し と同 じ よ う に 健康

を気づ か い な が ら定年退 職 を 迎 え られ た こ と を感 謝 を も っ て 覚 え つ つ
，

こ の 小 論 を

同 教 授 に 献 呈 した い と思 う 。 赤 木 教 授 の 専 門 と さ れ る ア ウ グ ス テ ィ
ー

ヌ ス は ま こ と

に ス ケ ー ル の 大 きな神学者で あ っ た が ， 各分野に わた る その 業績 は彼 が基礎 神学 者

で あ っ た こ と こ と を示 して お り，赤 木教 授 が 教 会 史 の 専門 家 で あ りつ つ
， 聖 餐論 を

中心 とす る教会 の 理 解や ， 日本人 と キ リス ト教 の 問題 に つ い て 示 さ れ て い る深 い 洞
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察 も また 基礎 神学 的な貢献 で あ る と言 え よ う。
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　 Eristikな る
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　　学』第 1巻 ， 特 注参 照 。
1997年 ， 教 文 館）。

2） 「福音主 義 （プ ロ テ ス タ ン ト） 的 な基 礎神学論 」Wort 　und 　Glaube
，
　IV．　S．395

3） W ．Schiferth，　Kirche　und 　Synagoge 　im　Mittelalter．1964

4） K ．Eschweiler
，
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7） WA 　 51 ，473f．

8） こ の 問題 全体 に っ い て は ， W ．　 HOhne
，
　 Luthers 　 Anschauungen 　 UbeI
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　　Christentums　mit 　seiner 　Erscheinung ．1838− 1847 ． 1967
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，
1 ．S，23
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12）　 GerhaI’d　Ebeling，　a ．a ．0．　S．377

13）　 Kerygma 　und 　Dogma ．1976
，
　 S．22−40

14）　 ThQ ．1975，262−280

N 工工
一Eleotronio 　


