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　　　　　　　和解 ， 召命 ， 派遣

一 カ ー ル ・ バ ル トの 伝道理 解の 意 味 と限 界
一

近 　藤　勝 　彦

は じめ に

　 カ
ー

ル ・バ ル トの 神学 は ， 今 日の 教 会の 問題 に 対 して い か な る意味 を有し て

い るで あ ろ うか 。 今 日の 教 会の 問題 として 特 に こ こ で 取 り上 げ た い の は ，
い わ

ゆ る 「伝 道 の 危 機 」 とい う問 題 で あ る 。 そ れ は ま た た だ 教 会 の 問題 で あ る だ け

で な く， 同時 に 深 く世界 の 問題 で もあ る。 バ ル トに お け る 「神 学 と伝 道」 とい

う主題 は
，

エ
ー

ミル ・ブ ル ン ナ ー の 観 点 か ら言 うと ， 教 義 学 的 課 題 と は 別 に

「も う一 つ の 神 学 的 課題」 を取 り上 げ る こ とに な る。 しか しバ ル ト自身は ， そ の

教義学的な思惟に よ っ て ， 決 し て 伝道 の 問題 を無視 し て い た わ け で はな い 。 わ

れ われ は そ の 具体的な証 拠文献 とし て 比較的初期の バ ル トの 講演で あ り， また

論 文 と し て も 広 く 論 じ ら れ た Die 　Theologie　und 　die　Mission　in　der　Gegenwart

（1932年 ）1） を挙 げ るこ とが で き る。 こ れ に よ る バ ル トの 影響 もあ っ て ， カ
ー

ル ・ハ ル テ ン シ ュ タ イ ン は ， Missio　Dei 概 念 を初 め て 伝 道論 の 中 に 導 入 し た と

言 われ る 2｝
。 し か しバ ル ト 自身 に よ る伝 道の 取 り扱い と し て さら に 注 目す べ き

は
， 何 と言 っ て も 『教会教 義学亅の 第 四 巻 「和 解論」， そ の 中で も特 に そ の 第三

部 の 展 開 で あ る 3＞
。 例 え ば ヘ ン ド リク ス ・ベ ル コ フ は ， 1964 年 に 次の よ うに 述

べ た a
「最 近 の 2， 30 年間 に ヨ ー

ロ ッ パ で 出版 され た 主 な教義学 の 文 献 に お い て

は ， 伝 道 は ま っ た く無 視 され て い る か
， た だ つ い で に ，

つ ま り教 会 の 普 公 性

（chatholicity ）と の 関連 で 言及 され て い るだ け で あ る 。 しか し
一

つ の 大 きな例外

が あ る 。 それ は カー ル ・バ ル トの 『教 会教義学亅第 四 巻第三 部で あ る」
4） と。
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　ベ ル コ フ は バ ル トの こ の 『教 会教 義学 』第 四 巻 （和解論） の 第 三 部 を 「ア ポ

ス トラ
ー

トの 神学」
5） を展 開 した もの と言 い ，

「伝道 とい う見地か ら神学全体を

取 り扱 っ て い る」
6） と述べ て い る 。 こ の 言 い 方 が 妥当か 否 か は なお 別 に し て ，

バ ル トは と りわ け 『教 会教 義学 亅第 四 巻第 三 部 第 71節 で 「人 間 の 召 命」 を扱

い
，

「証 人 として の キ リス ト者 」 を論 じ ， 72節で 「教会の 派遣 」 を扱 い ，
「世 の

た め の 教会」 や 「教会 の 奉仕」 を 取 り上 げ ， 伝道に つ い て 論 じた 。 そ こで バ ル

トの 神学的思惟が ど の よ うな特 質 を も っ て 展 開 され て い るか に 注 目 し ， そ の 今

日的な意味を考察し ， あわせ て今日の 日本 （おそら くは 日本だ けで な く， 世界）

の 教会 に 見 られ る 「伝 道 の 危機」 に 対す る そ の 意義 を 問 うこ とは 意味 の あ る作

業 で あ ろ う。 また ， 当然な され なけ れ ば な らな い 作業 で あ ろ う 。 そ の た め に は
，

まず そ こ に お い て バ ル トの 伝 道 理 解が 展 開 され て い る 「和解論第三 部」の 意味 ，

つ ま りバ ル トの 伝道 理 解 の 背 景 ・文 脈 ・枠組 の 意味 を理 解す る必 要 が あ る 。 そ

の 上 で
，

バ ル トの 伝道の 理解 が 今 日の 「伝道 の 危機 」 を克服 す る か ど うか を 検

討 し て み た い 。

1．
「和解論」 第三 部の伝道 論

　 周 知 の よ うに ， バ ル トは そ の 和 解 論 を 天 才 的 と も い うべ き 建 築 的 巧 み さ に よ

っ て 構築 し た 。 彼の 和解 論 が 出発 し
，

し か も繰 り返 し そ こ に 立 ち返 る 起点 ， そ

し て 全 体 を 規 定 し つ づ け る原 理 7）
， 土 台 は ， イ エ ス ・キ リス トの 人 格 に 関す る 「狭

義 の キ リス ト論」 で あ る 。 こ の キ リス ト論 が 彼 の 和 解 論 の 一 つ
一

つ の 展 開 を

「支配 」
8）す る 。

バ ル トは そ の キ リス ト論を 「真の 神 ， 真 の 人 」 の カル ケ ドン 的

な 両性 論 に よ っ て 理 解 し ， それ に 「卑 下 の 状 態 」 （statUs　 exnanitionis ） と 「高挙

の 状態 」 （statUs　 exaltationis） を関 連 させ て 理 解 し た 。 キ リス トに お い て 神は
，

人 間 的被造 物 の 悲 惨 の 中 に赴 き， 自 らを卑 下す る こ とに よ っ て そ の 神性 を 実証

し ， キ リス トに お い て 人 間は ， 神 に よ っ て 高 く挙 げ られ た 人 間で あ る 。 こ うし

て 「真 の 神 性 と真 の 人性 の 統
一

に お け る キ リス トの 人格」 に 基づ きな が ら ，
二

つ の 運 動 の 同時的な ， し か し反対 の 方 向 を 持つ 経過 が 語 られ る 。
一

つ は上 か ら

下 へ ．神 ご 自身が 人 間 に 身 を 向け る運 動 ， わ れ わ れ との 神 の 平 和 の 運 動 で あ り ，
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もう
一

つ は 下 か ら上 へ
， 人 間 が 神に 身 を 向け る運 動 ， 神 との われ われ の 平 和 の

運 動 で あ る 。 こ の 二 つ の 運 動 が 単 一 の 出 来 事 とし て 起 こ る 。 こ の 二 重 の 形 態 に

お け る 唯 一
の 平 和 が 「和 解 」 で あ る 。

バ ル トに よ る とイ エ ス ・キ リス トの 入格

と業の 中に こ の 平 和 ・和 解が 実 現 し て い る 。 「和解 論」 第 一 部 と第 二 部 は ，
こ の

和解論 の 「実 質 内容」 を二 重 の 仕 方 で 取 り扱 っ た 。 上 か ら下 へ
． 下か ら上 へ

，

こ の 二 重 に し て
一

つ の 出来事の 中で 「義認 と聖化 」 が 理 解 され ， 「教 会 の 召 集 と

建設 」 が 理 解 され た 。

　本 論文 に お い て 問題 は 特 に 「和解論 」 第 三 部 で あ る 。
バ ル トに よ る と ， それ

は 和解 の 現 実 の 「実質的内容」 そ の もの に 何 か を加 え る こ とで は な い 。
「和解

論 」 第
一 部 ， 第二 部で 扱 われ た 神 の 行 為 は 「そ の 完 全 性 に お い て ， そ れ ゆ えい

か な る 補足 も必 要 とし な い 仕方 で 起 こ っ て い る」 （6）9）
。 し か し そ れ は ， そ の

「性 格 」 と し て ， 同 時 に ，
「自己 を 現 わ し

， 開 示 し ， 伝 達 し ， 啓示 す る 」 と い う。

従 っ て そ の 「性格 」 とは ， 和解 の 出 来 事の 現実が また 「真理 」 で もあ る と い う

こ と と 言わ れ る 。 神 と人 との 和 解 は
， 真理 と し て 告 知 され る 。

つ ま り 「和解」

は 黙 し た 出来事で は な く， 自己 を伝達す る出来 事 で あ り， 啓 示 とし て の 性格 を

持 っ て お り ，
「和 解は 啓 示 で もあ る 」 （7） と言 わ れ る。 和 解は そ の よ うに し て 人

人 をそ の 出来 事 へ と 「積 極 的 に 参与す る よ うに 召 集す る」。 こ れ が バ ル トの 言 う

和解 の 第三 の 次元 で あ り ， こ の 次元 の 中で 「伝道」 も主題 と し て 取 り上 げ られ

る わ け で ある 。

　和解 の 「啓示 」 とし て の 性 格 を論 じ る こ と は ，
バ ル トに よ れ ば

， た だ ち に

「聖 霊 の 業 」 を語 る こ とへ と進 む わ け で は な い
。 む し ろ まず 第

一 に は 「和 解は ，

人 間 の 認 識 が それ に 対 応 し て 起 こ らな い 時 に も ， そ れ 自身に お い て 認識 根 拠 で

あ る 」 （9） こ とが 重 要 で あ る 。
バ ル トの 関 心 は 聖 霊 の 業 に よ っ て 事実 認識 が 生

じ る とき に ， それ が 某 つ い て い る 基礎 に 向 け られ る 。 そ の 上 で 聖 霊 の 業 は ， 和

解の 啓示 として の 性 格 の 叙述 の 中で 「キ リス トの 力 」 とし て 表 現 され る 。 つ ま

り 「和 解 論 」 第三 部に お い て もま ず 第
一

に ， そ し て 終 始 ， イ エ ス ・キ リス トの

主権性 ， 主語 性 が 語 られ る 。 イ エ ス ・ キ リス ト御 自身が 「和解 の 現実」 で あ る

と ともに その 「真理 」 で あ り， また そ の 「真理 」 の 「真 の 証 人 」 で あ る 。 キ リ
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ス トは 「和解 の 真理 」 を啓示 し ， 語 り， 宣教 （驚 r  digung）す る 。 こ うし て

バ ル トの 和解論 は 三 重 の キ リス ト論 の 局 面 を 持ち ， こ の それ ぞ れ に キ リス トの

「三 つ の 職能」 が 対応する 。 第
一

部 「祭司」， 第二 部 「王 」， 第 三 部 「預言者 」 で

あ る 。
つ ま り 「和 解論」第 三 部 の キ リス トは ご 自身 の 存 在 と業 を伝 達 され る方 ，

神人的な真 の 証人 ， 預言者で あ り， 和解 の 啓 示者 ， 和解 の 宣教者 ， 伝達者で あ

る 。 こ の 「和 解論第 三 部 の キ リス ト論」 に 規定 され つ つ
，

「伝道 」 も ま た扱 わ れ

る こ とに な る 。

　 さ ら に ， キ リス ト論 か ら 展 開 され る和 解 論 の 全 体 構 築 に つ い て も言 及 す れ ば ，

和解論 の それ ぞ れ の 部 は
，

キ リス ト論 に 続 い て ， 罪責論 （第
一

部 「高慢 と堕落」，

第二 部 「怠惰 と悲惨」， 第 三 部 「虚偽 と断罪 」）， 救済論 （第
一 部 「義認」， 第二

部 「聖化」， 第三 部 「召命 」）， そ し て 聖 霊 と教会 （第一 部 「召集」， 第 二 部 「建

設 」， 第 三 部 「派 遣 」）， 聖 霊 と キ リ ス ト者 個 人 （第
一

部 「信 仰 」， 第 二 部 「愛 」，

第 三 部 「希 望 」）に 進 む 。 「伝 道 」 が 問 題 に され る の は ， 「和 解 論 」 第 三 部 の 救 済

論 「人 間 の 召 命 」 に お い て で あ り， ま た教会論 「教会の 派遣」 に お い て で あ る 。

「人 間 の 召 命 」 は 「キ リス トの 証 言 」 を 内容 と し ，
「教 会 の 派 遣 」 は 「教 会 の 委

託 」 と 「教会 の 奉仕 」 を伴 い
， そ の 中で 「証 言 」 と し て の 「伝道 」 が 論 じ られ

る こ とに な る 。

　以 上 の よ うに 伝 道 が ，
「和 解 論 」 第 三 部 に お い て ， ま た 「和 解論」 第 三 部 と し

て 理 解 され る 意味は 何 で あ ろ うか 。
「和解者」 で あ る イ エ ス ・キ リス トが 「啓示

者」 で もある と き ， あの 「上 か ら下 へ 」 f下 か ら上 へ 」 とは 別 に ， もう
一

つ の 運

動 が 明 らか に な る 。 啓 示 者 キ リス トは ，

一
体 ，

「誰 に 対 し て 身 を 向 け る の で あ ろ

うか 」 （17） とバ ル トは 問い
， そ し て 答 え る 。

「われ わ れ は こ の 関連 に お い て も，

神 が イ エ ス ・キ リス トに お い て 世 を愛 され た こ と を思 い ， 彼 に お い て 世 を御 自

分 と和 解 させ た こ とを 思 わ な け れ ば な らな い 」 （17） と 。 こ こ で 再 び 「世 」 が 対

象 と し て 重 大 な意味 を 持 っ て くる 。 し か もあの 和 解論 の 実質部分 に お け る よ う

に 「下」 と し て の 「世 」 で は な く，
こ ん ど は 「内か ら外 へ 」 の 動 きの 対 象 とし

て の 「世 」 で あ る 。 第 三 部 の 方 向 は 「世 に 対 し て 新 し く身 を 向け る」 （21）こ と

で あ る 。 それ ゆえ 「教会の 世 との 出会 い 」 も問題 に な る 。 こ うし て ま さ し く
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「伝 道 」 が 主題 とされ る 文 脈 が 形 づ く られ る 。

　 バ ル トは こ の 関連で 近 代 の プ ロ テ ス タ ン ト教会が 「こ の 世 に 身 を 向けた」 事

実 を 「六 つ の 角 度j か ら語 っ て い る 。 1． プ ロ テ ス タ ン ト教会 に お い て ， 教会が

「言 葉 の 教 会 」 とい う姿 を 取 る こ とが 起 こ っ た 。 2． 「異 教徒」 に 対 す る キ リ ス ト

教伝道が 生 じ た e3 ． 「内部 の 異教」 ともよぶ べ き もの に 対 す る信仰覚醒 的な 対

抗運 動 が 生 じ た 。 4． 「神 認 識 」 「神 の 言 葉 」 な ど を め ぐ る教義学 や 釈義の 神学的

営為が 見 られ た 。 5． 聖 職 者 と信徒 の 身分的区別 に 対す る疑 問が 生 じ た 。 6． エ

キ ュ メ ニ カル な運 動が 目的論的 に キ リス トの た め の
一致 と し て ，

つ ま り 「世 に

お け る世 の た め の キ リス トの 御 業 の 証 言 の た め の 一 致」 と し て 理 解 され は じ め

た 。 こ れ らの 動 きの 中 に 「教 会 の こ の 世 へ の 突 出」 （40）が 見 られ る と バ ル トは

言 う。 こ の 関 連 で 「伝 道 」 とい う主題 が 本格 的 に 論 じ られ る こ と は ， 神 学 史 に

お け る あ る決 定 的 な転 回 を 示 す で あ ろ う。 ベ ル コ フ は 既 述 し た よ うに ，
バ ル ト

の 「和解論」 第三 部に 「ア ポ ス トラ
ー

トの 神学」 を 見 た が ， それ は 十 分 理 由 の

あ る こ とで あ る 。
「ア ポ ス ト ラ ー トの 神学」 に つ い て は

，
フ ァ ン

・リュ
ー

ラ
ー が

そ の 教会 史 的背 景 とし て 四 つ の こ とを挙げ て い る 。 そ こ に は ，
ユ ダ ヤ 人 問題 や

イ ス ラ エ ル の 問題 も挙 げ られ て い る が ，こ れ を別 に す る とあ と の 三 つ は ，
「世 界

伝道」 「内 国伝道」 「エ キ ュ メ ニ カ ル 運 動 」 で あ っ て
10）

，
バ ル トが 挙 げ た 「六 つ

の 角度」 に す べ て 含 まれ て い る もの で ある 。 し か し それ に し て も，
バ ル トの 場

合， 伝 道 や 世 に 向 か う教 会 の 姿勢が 「和 解論 」 の 中で ， し か も 「キ リ ス ト論的

規定」 の 下で
， さらに は そ の 「支配」 の 下 で 論じ られ て い る 点 に そ の 神学的特

徴 が あ る と言 わ な け れ ば な ら ない 。 し か もバ ル トの 和 解 論 ， キ リス ト論 は
，

キ

リス トの 人格 と業の 中に ， あの 「上 か ら下 へ
， 神か ら人 間 へ 」 と 「下か ら上 へ

，

人 間 か ら神 へ 」の 二 重 の 運 動を 見 る 点 に 特 徴 が あ っ た 。 カル ケ ドン 的 「神 一人」

両性 論 と
，

「神 と人 」 「神 と世」 の 契約論に よ っ て 規 定 され て い る点 に 特 徴 が あ

っ た 。
「人 間の 召命 」 も 「教会 の 派遣」 も ，

こ の キ リス ト論の 「述語 」 と し て 理

解 され る 。 こ の 枠組 み で 「伝 道 」 も理 解 され る 。 そ れ は ， 神 学史 的な 転換 点 と

もな る べ きバ ル トの 伝道論 に とっ て ， ど の よ うな意味 と ， ま た 問 題性 を もた ら

し た で あ ろ うか 。 わ れ わ れ は も う少 し バ ル トの 叙述 に 即 し な が ら検討 し て い か
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なければならない 。

2． 人間 の 召命 とキ リ ス トの 証言

　 バ ル トは 『教 会 教 義 学 亅の 第 71 節 「人 間 の 召 命 」 に お い て 「証 人 と し て の キ

リス ト者」 に つ い て 論 じ た 。 和解論 の 実質的 内容 と して は ， 人 間の 「義認」 と

「聖化 」 が 扱 わ れ た が ，
「和 解論 」 第 三 部で は 「和解」 の 啓示 的性 格 と し て 「召

命 」 が 扱 わ れ る 。
バ ル トに よ れ ば ， 和 解 の 福 音 は ， 義 認 の み で な く， ま た 義 認

と聖化 の み で もな く， 召 命 を含 み ， ま た証言を 含む 。 次節 72 節で は 「教会 の 派

遣」， そ し て 「委託 」 と 「奉仕 」 が 扱 われ ， そ の 関連 で 「伝道」 が 論 じ られ る 。

和 解 の 福音は ，
「教会の 派遣 」 と 「奉仕」， そ し て 「伝道 」 を含 ん で い る 。 まず

71節 で 教 会 存在 に 先 だ っ て 人 間 存 在 の こ と とし て 「証 人 」 や 「証 言 」 に つ い て

論述 され る こ と は ， す で に そ こ で 広 義 の 「伝道」 が 主題 に な る こ とを意味 す る

と言 っ て も よ い 。 それ は ど の よ うに し て で あろ うか 。

　（1）和解 と召命

　第 71 節 の 冒頭 で ，
バ ル トは 指導命題 の 形 で 次 の よ うに 述べ た 。 「生 け る イ エ

ス ・キ リス トの 御言葉 は 創造 的な 呼 び か け で あ り， それ を通 し て 彼 は 人 々 を ，

真 理 の 活 動 的 認 識 へ と 目覚 め させ ， そ れ に よ っ て キ リ ス ト者 とい う新 し い 状 態 ，

つ ま り彼 との 特別 な 交 わ りの 中へ と受け容れ る 。 彼は 人 々 を ， 彼 の 圧迫 され た ，

し か し よ く装 備 され た 証 人 と し て ， 彼 の 預 言 者 的 な 業 の 奉仕 の 中 に 立 て な が ら

そ うす る 」。
「召命」 とは 「キ リス トの 御言 葉の 創造的 な呼 び か け」 で あ り，

「目

覚 め させ 」 「新 しい 状態に 受 け容 れ る 」 こ とだ とバ ル トは 言 う。 そ の 新 し い 状態

とは 「キ リス トとの 特別な交わ り」 で あ る 。 そ の 際 「そ れ （呼 び か け）を通 し

て 彼 は 」 と言 わ れ て い る よ うに 「召 命 の 主 体」 は イ エ ス ・キ リス トに 他 な ら な

い 。

　 「召 命 」 は こ うし て 「キ リス トとの 特 別 な交わ り」 に 容れ る こ とで あ り ，
「キ

リス トに 所属す る もの 」 に す る こ と で あ る 。
「イ エ ス ・キ リス ト御 自身 に よ っ て

彼へ の 帰属に移 され た」 （607） と言 う。
「召命」 は単純 に 言えば 「キ リス ト者」
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とす る こ と ．
つ ま り 「キ リス ト者 へ の 召 命」 （BerufUng　zum 　Christen） （566） で

あ る 。 しか し こ れ は バ ル トに よ れ ば ， 特定 の 人 間に 関す る こ とで は な い 。 「召

命 」 は イ エ ス ・キ リス トに お け る 和 解の 出 来 事 に お い て ， 義 認 や聖 化 と と もに ，

端的 に 人 間に 対 し ， 本 来 すべ て の 人 間 に 対 し ，
「法 的 に 」 （de　jule） そ し て 「ア

プ リオ リ」 に 起 き た と され る 。 す べ て の 人 間 は そ の 意 味 で す で に 「同 じ 地 盤 に

立 つ 」 「定 メ ラ レ タ キ リ ス ト者 」 （christianus 　designatus） （927， 978） で あ る 。

「召 命」 は つ ま り， 今 ，
こ こ に お い て で な く ， それ に 先 だ っ て す で に キ リス トの

人 格 と業 に お け る和 解 の 出 来 事 に お い て 起 こ っ て い る 。 さ らに こ の 「召 命 」 の

根 拠 を 問 え ば ，
バ ル トに お い て 「和 解 」 そ の もの が そ うで あ る よ うに ， そ れ は

「外 に 向か っ て の 三 位 一 体 の 内 な る 行 為 」 と し て の 「神 の 永 遠 の 恵 み の 選 び 」 に

根拠 を持 っ て い る 。 こ の 神 の 永遠 の 決意 に 時間の 中で 従 い 対 応す る 業 ，
つ ま り

イ エ ス ・キ リ ス トに お い て 遂 行 され た 和 解 の 行 為 に お い て 個 々 の 人 間 の 人 生 史

に 先 だ っ て ，
「召 命」 は 起 こ っ た とバ ル トは 言 う 。

　 （2）召 命 か ら証 人 ・証 言 へ

　と こ ろ で ，
こ の 「召 命」 か らど の よ うに し て 「証 人 」 とい う人 間 の 存在や

「証 言 」 とい う行 為 が 引 き出 され る で あ ろ うか 。 バ ル トに よ る と ，
「キ リス ト者

へ の 召命」，
「キ リス トとの 交わ りへ の 召命」 は ， キ リス ト との 共 同 の 生 ， 共 同

の 行 為 へ の 召 命 と い う こ と で あ る。 そ の 際 「石 命 」 は ， 和解 の 出 来 事 の 啓示 者 ，

預言者 ， 宣教者で あ る キ リス トの 行 為で あ っ た。 そ こ で 「召 命 」 は ， 和解 の 啓

示 と し て の 性 格 に 対 応 し て ， まず 「和 解 の 真 理 の 活 動 的認 識 」 へ と呼 ぶ 。
「召 命

の 目標」 は
，

「自分 を 神 の 御 子 に 引 き渡 され た 者 と し て 認 識 す る人 間 」 （617）で

あ る 。 所 属 か ら認 識 へ
， そ れ が 召 命 の 運 動 で あ る 。 そ こ に 預言者 とし て の キ リ

ス トの 性 格 が 現 れ る 。
「世 を御 自身 に お い て 神 と和解 させ た 方 は ，

こ の 出来 事の

真 の 証 人 ・宣教者 と し て ひ と りで は い な い 」 （640） と 言 わ れ る。 祭 司 ，
王 と し

て
， 和 解 の 現 実 に お い て は ひ と りで あ っ た キ リス トは ， 預 言 者 と し て ， 和 解 の

真理 の 宣 教 者 と し て は ひ と りで は い ない とい う。 人 間 を御 自身 に 所 属 す る者 と

し て 召 し
， 人 間 を 真理 の 認 識 に 与 らせ

， さ らに そ の 真 理 の 証 言 に 与 らせ る 。
「キ
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リス トとの 交わ り」 へ の 召命 で あ る ゆ え に ， そ れ に基づ い て 「彼 の 預 言 の 奉仕 」

「神 の 御 言 葉 の 奉仕 」へ の 召 命 とな る 。 しか も こ の 召 命 は ， あ くまで も端的 に 人

間 に 対 す る召 命 で あ っ て ， 本来そ の 中の 特殊 な人 々 に 限 定 され た もの で は な い 。

バ ル トに よ る と ， す べ て の 人 間 が キ リス ト者 へ と召 され て お り， 御言 葉 の 奉仕

に 召 され て い る こ とに な る 。
「キ リス ト者 へ と召 され て い る 」 こ とは ，

「証 人 と

して 召 され て い る」 こ と と し て 説明 され る 。

　 （3）キ リス ト者の 特殊性 に つ い て

　 「召 命 の 目標」 は ，
「人 間が キ リス ト者 に な る こ と」 （599） で あ っ た 。

つ ま り

召命は キ リス ト者の 実存を 目指 し て い る が
，
そ れ も 「特別な キ リス ト者の 実存 」

で は な く，
「端 的 に キ リス ト者 の 実存 そ の もの 」 （602）で あ り， す べ て の 人 間 が

本来 ，
キ リス ト者で あ る 。 し か し それ に先 立 っ て ， 事実 ， キ リス ト者で あ る人

人 が い る 。
「本来 的 キ リス ト者」 に 先立 つ 「事実的キ リス ト者 の 実存」 が あ る 。

そ れ は バ ル トに よれ ば 「特 別 な仕 方 で キ リス トに 属す る 者」 と も言 われ る 。
「特

別 な仕 方で 」 とは 「事実的 に 先行 して 」 とい うこ とで あ るが ， それ は ，
「彼 らは

そ の 信仰 の 活 動 的知 識 に よ っ て ， す べ て の 人 間の もの とな る べ き実存形 式を先

取 りし て い る」 （605）の で あ る 。
「委 託 」 を受 け た とい うこ とが 「キ リス ト者 の

実存 の 中心 」 （659） だ と 言 う 。 そ の 「委託 」 とは ，
「証 人 とされ て い る」 と い う

こ とで あ り ，
「特 定 の 使 信 を 伝 え な けれ ば な らな い 」 とい うこ とで あ る 。 キ リス

ト者 の 実存の 「分母 」は ，
「神 の 証 人」「神 ノ御言葉 ノ奉仕者」（Verbi　divini　ministry ）

で あ る 。
「彼 らは ， 証 人 と し て ， 神御 自身に よ っ て 彼 らに 語 り聞か （vorsagen ）

され た こ とを 言明 （aussagen ） し なけれ ば な らな い 」 （661）。
「自分 に対 し て 語

られ 自分 に よ っ て 聞か れ た こ と を ， 単 に 自分 に 対 し て だ け で な く ， 全 世 界 に ま

たす べ て の 人 間 に 向け られ た彼 らす べ て の 者 の 和解 の 言葉 と し て
， 明 らか に し ，

告げ知 ら せ ， 証 言す る 」 （698）。 そ れ が 「キ リス ト者 として の 実 存 の ラテ ィ オ 」

（698） で あ る 。

　そ れ で は こ の 実 存 の 「先 取 り」 の 根 拠 は ど こ に あ り ， な ぜ それ が 可 能なの か 。

ま た ， なぜ そ れ が 必 要な の で あ ろ うか 。 キ リス ト者 の 実 存 とそ の 証 言 の 意味 と
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根 拠 に つ い て
，

バ ル トは 言 う。 キ リス トは 預言者 的職務 を行 う際 に 「ひ と りで

あ り続け る こ とを 欲 し な い 」 （695） と 。
「祭 司 」 や 「王 」 の 場 合 と異 な っ て ，

「彼 は そ の 職 務を 司 り行 使 し つ つ
， 特定 の 人 々 を そ の 傍 らに 召 し

， 御 自身の 弟子

・生徒 ・キ リス ト者 で あ る よ うに 召 す」 （695）。
つ ま り， すべ て の 人 間に 対 す る

本来的 な召 し とは 区別 され て ， 特定 の 人 々 の 事実的な 召 し が ， や は りキ リス ト

に よ っ て あ る 。 こ れ が バ ル トの 言 う 「キ リス ト者 の 特 殊 性 」 の 根 拠 で あ る 。 キ

リス ト者 は 「キ リス トに お い て 起 こ っ た 世 の 和解 を キ リス ト と と もに 宣 べ 伝 え

る者 （VerkUndiger） とな り， キ リス トの 人 格 と業 の 伝令 とな る」 （695）。

　 し か し 他方 ， だ か ら と言 っ て ， キ リス トは 彼 らを必 要 と し て い る の で は な い

と も言 わ れ る 。 キ リス ト者 の 先行 的 な 召命 は ，
「必 要 」 か らで は な く， む し ろ

「神 の 恵 み の 氾 濫 と充 温 」 に よ っ て ，
「恵 み の 温 れ だ し」 に よ っ て 起 こ る 。 それ

は 「神 の 自由 な恵 み に 基 礎 づ け られ た 必 然性」 （697）以外 の 何物 で もな い 。
「キ

リス トの 自己 証 言 」 「自 己 啓 示 」 が 本 来 的 な もの で あ り ， そ れ を 「世 に お い て 」

「聞 き得 る も の に す る 」 の は 「キ リス ト御 自身 の 力」 に ほ か な ら な い 。 キ リス ト

者の 人 間 的なカ に よ る もの で は な い 。 彼 らの 証 言 は
，

た だ
， キ リス トの 「自 己

啓 示 に 伴 い
， そ れ を確 証 す る 徴」 （697） に す ぎない 。 そ れ は 「反 射」 （697） で

あ り，
「反 響 」 （698） で あ る 。 そ の 意 味 で

， キ リス ト者 の 委 託 は 「余 分 な もの 」

で あ る 。
バ ル トは そ れ を 「素晴 ら し い 意 味 で 余分 な もの 」 （697） と言 う。

3． 教会 の 派遣 と伝道

　続 く72 節 に お い て バ ル トは ，
「教会 の 派遣」 「世 の た め の 教会 」 「教会 に 対す

る委 託 」 「教 会 の 奉 仕 」 に つ い て 論 じ た 。
バ ル トは こ こ で も古 典 的 教 会論 の 中

に
， 教会が ま るで そ れ 自身 の た め に存在す るか の ご と き 「聖な る エ ゴ イ ズ ム 」

の あ る こ とを 指摘 し た 。 さ ら に ， そ れ が 「福音 主 義的神 学 の 伝統」 に お い て も

存在 し ， 伝道に 対す る消 極 的 態度 と結 び つ い て 「著 し い 欠 陥」 を な し て い る と

非 難 し た 。 そ こ で 教会が 世 に 派 遣 さ れ ， 世 の た め に 存 在 し ， キ リス トの 預 言 者

的な 働 きに 奉仕的に 参与す る 特別 な 委託 を 負わ され て い る こ とを強調 し た 。 教

会 の 委 託 は ， 生 け る 主 の 生 け る言 葉 を証 言 し ， 言 明 し ， 解 説 し ， 語 りか け る こ と
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で あ る 。 それ はぼやけた一 般性 の 言辞に 止 ま っ た り， 抽象的な 中立性 に退却 し

た りす べ きで は な く ， 具 体 的 な 福 音 の 要点 を 明示 し て 語 りか け る こ とで あ る と

言 われ る 。 福音は 「特定 の 時 と状況 に お い て 決定 的な 世に 対 し て の 言 葉」（934）

とし て 証 言 され なけれ ば な らない 。
バ ル トの 叙 述 は

， 語 りも ら し の な い よ うに ，

過大に も過小 に もならない ように ， また
一

方の 叙述に よ っ て他方の 叙述が 失わ

れ な い よ うに ， 周到な気配 りの も とに 進 め られ て い る 。 例 え ば 「委託 の 純 粋性」

に つ い て の 叙述 に お い て ，
バ ル トは

一
方 で 福 音 の 証 言 が 時 代 に 対 し て 具 体的 で

，

現 在 の 決断 を促 しなが らの 語 りか けで あ る こ とを強調 し つ つ
， 他方 それ が 時代

に 順 応 し て そ の 統 一 性 と恒 常性 を失 う もの で な い こ とを も鮮 明に す る 。 こ の 注

意深 い 叙述 の 中か ら ，
「教会の 派 遣 」 と そ の 内容 と し て の 「伝道」 に つ い て 特徴

的 な点 を提示 し て み よ う 。

　 （1） 「世の た めの 教会」

　 「和 解 論 」 第 三 部 に お い て ，
バ ル トは 繰 り返 し 「世 へ の 突 出」 を 強 調 し ， 従 来

の 教会 の 「敬虔 な 自己 中心性 」，
「聖 な る エ ゴ イ ズ ム 」 を警戒 し た 。 こ の 教会の

内 か ら外 へ の 関 心 の 転換 は ， 71 節 「人 間 の 召 命」 に お い て も 72節 「教会 の 派

遣 」 に お い て も同
一

の 響 きを も っ て い る 。 キ リス トは 「世 の 光 」 で あ る 。 彼 は

「キ リス ト者 の 光」 で もあ るが
， そ の こ ともまた 彼が 「世 の 光」で あ る こ とに 基

づ い て の こ とだ と言 う （571）。 そ こ で 福音 の 証言は ，
「すべ て の 人 間 に 対 し て 開

放的」 で あ る 。 ある い は 教会 の 派遣 と委託 の 関連で 言 うと， 派遣の 対 象 ， 委 託

の 名 宛 人 は 「福 音 が 告 げ る こ とを ま だ 聞 い て い ない 人 間 」 （922） で あ る 。 福音

の 視 点 か らみ る と ， ま さに こ の 人 間 の 事 実 が 見 え て くる とバ ル トは 言 う。 そ こ

で 「教会 に 委 ね られ た 委 託 の 名 宛 人 は す べ て … … 不 信仰 な者 で あ り ， 神 な き者

で あ り ， 『異教徒』 で あ り ，

… … まだ外 に 立 っ て い る もの で あ る」 （921）。 こ の

次 元 を 教 会 の 存 在 に つ い て 言 い 表 し て バ ル トは 「世 の た め の 教 会 」 と言 う。

　 「世 の た め の 教 会 」 とい う言 い 表 し は ， 日本 の 教 会 ， 特 に 日本 基 督 教 団 に お い

て は H ．ウ ェ
ー バ ー や H ．ク レ ー

マ
ー

の 刺 激 に よ っ て 始 ま り， や が て ホ ー ケ ン ダ

イ クや ， さ らに ボ ン ヘ ッ フ ァ
ー

か らの 影響 と も結び つ い て そ の
一

部に 堅 く定着
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し て きた 。 そ れ は ， そ の 端 緒 に お い て は 1961 年 の 口本 基 督教 団 の 「宣 教 基 本方

策 」 の 中核 的 部 分 を担 う用 語 で あ っ た 。 以 来 「世 の た め の 教会」 は 「教会 の 体

質改 善」 「社会的責任 」 「社会活動 」 の 強調 と結 び つ き ， や が て 教団紛争 の 中の

曖昧 な 思想表現 とし て ，

一
種 の 「紛争 の 神学」 の 表現 とな り， 今 日に 至 っ て い

る 。 結 果 と し て こ の 用 語 は ， 日本 基 督 教 団 の 伝 道 を指 導す る よ りは
，

む し ろ ミ

ス リー デ ィ ン グ に 作 用 し て きた 。 日本基督教団に お い て 「世 の た め の 教会」 が

言 わ れ る と き ， 伝 道 は む し ろ無 視 され ， 社 会活 動 が 前 面 に 立 つ に 至 っ た 。 社会

の 「状 況 」 や 「現場 」 の 重 み が 強 調 され ， そ れ ら が 聖 書 解釈 や 教 会 の 発 す る言

葉 に 対 し て 規範的な 位置 に 立 つ に 至 っ た 。
バ ル トの 言 う 「世 の た め の 教会」 は

こ の 日本基督教 団 の 状態 に 責任 が あ る の か ， あ る い は そ うで な い と し た ら ， そ

の 状態 を 克服す る力 を持 っ て い る の で あ ろ うか 。

　 バ ル トは 教 会 の 存 在 を 「自己 自身 の た め の 存在」 あ るい は 「教会 自身 の た め

の 存在 」 と し て は 退 け る 。 教 会 は ，
「世 」 と連 帯 的 で あ る こ と を 認 識 し つ つ

， 連

帯的 に ふ る ま うの だ と言 われ る 。 しか しバ ル トの そ の 発 言 は ， 終始 キ リス ト論

的 ・和 解 論 的 な根 拠 ・前提 か ら語 られ て い る 。 つ ま り教 会 が 「世 の た め に 」 あ

るの は ， 教 会 が 「キ リス トの 教会 」 で あ り ， キ リス トの 中に そ の 存在 と本質 の

根 拠 を 持 っ て い る こ とか ら き て い る 。 キ リス ト こ そ が 「第
一 次 的 ・本 来 的な主

体」 （905）で あ る 。 「彼 に お い て こ そ ， 神は 最高度 に 真 に 神 で あ りつ つ ， 真 の 人

とな っ た 。 そ の こ とに よ っ て そ の 教 会 の 存 在 の 方 向 と意 味 と 目標 は ， 決定 され

た 」 （873）。 従 っ て バ ル トに お い て は 「世の た め の 存 在 」 とは ， 本 質的 に ， 第
一

次的 ・本来 的 な 主体 で あ る キ リス ト御 自身の こ とを述 べ て い る 。 教会 は ， そ の

キ リス トの
一

つ の 述 語 と して
， キ リス ト御 自身が 派 遣 され る の と 「同 じ 方向へ 」

（905）派 遣 され る 。 そ れ は ，
「キ リス ト と同様 に 世 の た め に 存 在 す るた め に 派 遣

され る」 （905）こ とに な る 。
「世 の た め の 存在」 は バ ル トに お い て 終始 ， キ リス

トの 人 格 と業か らの 規 定 の 中 で ，
つ ま りキ リス ト論 的 ・和 解論的規定 の 中で 語

られ て い る 。 そ こ で 例 え ば ，
「世 とは何 か 」 に つ い て も ， 世 は 自 ら世 とは 何 か を

知 らな い と され る 。 それ を知 るの は 「世 の 光 」 つ ま りキ リス トの 人 格 と業 を知

る こ とか ら で あ る 。
「世 」 は そ れ 自身 の 「現 場」 か らは 知 られ ない 。 福音 の 視点

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一 228 一

か らの み 「世 」 は 知 られ る 。
こ の 福音的 ・ キ リス ト論的 ・ 和解論的 視点か ら ，

す で に 光 に 照 ら され ， 語 りか け られ て い る 視点か ら ，
バ ル トは 「外 に 立 つ 者 」

が 「先取 り的 に すで に 内 に 立つ 者 」 とし て 取 り扱 われ て い る と言 う。 そ れ ゆ え ，

「神 は 人 間 の 不 信仰 を信 じ ない 」 （922）。 世 の 人 間は 潜在的 に 「定 メ ラ レ タ キ リ

ス ト者 」 （christianus 　desigriatus） で あ る 。
「世 」 は 神 との 和 解 と い う 「新 し い 真

実 な 現 実性 」 の 中に い る 。 し か し こ の 新 し い 真実 な 現実性 を 「認識 」 す る た め

に ，
「そ の た め に の み 」 「世 」 は 教 会 を頼み に し て い る 。 そ れ も 「教会が イ エ ス

・キ リス トに よ っ て 事実 こ の 現実性 の 証言 を， それ を世 に 知 らせ る こ とを 委託

され て い る 限 りに お い て 」 （946 ）で あ る 。 し か し こ の 知 ら し め る 点 で も， 「こ の

認 識 を そ の 預 言者的な職務 と業 に よ っ て 伝達す るの は ， 教会で は な くて イ エ ス
・

キ リス ト御 自身で あ る 」 （946） とバ ル トは 言 う。

　バ ル トの 「世 の た め の 教 会 」 と 1960 年 代 以 降 ， 特 に 1970 年代 か ら 80 年 代 に

か け て 日本基督教団に お い て 言 わ れ た 「世 の た め の 教会」 とは大 きな隔 た りが

あ る こ とは 以 上 で 明 らか で あ ろ う
11）

。 現場 か らで は な く ， キ リス ト論的 ・和 解

論的な視点か ら 「世」 は 定義 され る 。 そ し て 教会 が そ の た め に 派 遣 され て い る

委 託 の 内容 は ，
「和 解 」 とそ こ に あ る 「世 の 新 し い 真 実 の 現 実 性 」 を証 言 す る こ

とで あ り， それを世 に認識させ るこ とに仕え る こ とで あ る。 さらに ， 証言 と認

識 の 伝達 は ， 行為 に ま さ っ て 言 葉 （こ の こ とは さ らに 後 に 再 述 す る） に よ る こ

ととされ ， ま さに 「伝道 」 の 課 題 で あ る 。 日本 基 督教団に お け る ミ ス リー デ ィ

ン グ な 「世 の た め の 教 会 」 との 隔 た りは 明 らか で あ る 。 し か し そ れ で は バ ル ト

の 「世 の た め の 教会」 の 「委 託 」 と 「奉仕 」 に よ っ て
， 伝道 の 喪失 は 克服 され

得 る で あ ろ うか 。 検 討 を さ ら に 進 め て 見 な けれ ば な ら な い ．

　（2） イ エ ス ・キ リス トの 自己 告知 の
「比 喩 」

　すで に 言及 し た よ うに ，
バ ル トに よれ ば

， 教会 は 「キ リス トの 一 つ の 述 語 」

で あ る 。 繰 り返 し 述 べ て い る よ うに ，
バ ル トに よれ ば ， イ エ ス ・キ リス ト御 自

身が 「教会の 存在の 根拠 」 で あ り， また そ の 「秘義 」 （867） で あ る 。 し か し 教

会は キ リス トの 唯
一 の 述 語 で は な く，

「一 つ の 述語」 と言 われ る 。 イ エ ス
・キ リ
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ス トに は 別 の あ り方 が あ る か ら で あ る 。 こ の 「一 つ の 述 語 」 の 解 明 に よ っ て ，

バ ル トの 教 会理 解 ， そ し て 伝道 の 位置や 意 味 の 理 解が さ らに 明 らか に され る 。

「教 会 は キ リス トの
一 つ の 述 語 で あ る」 とい うこ とは

， 教会 の 存在 とそ の 委託 に

関 し ， そ の 主体 は イ エ ス ・キ リス トで あ る こ とを意味す る 。 別 の 言 い 方 で バ ル

トは ，
「教会は イ エ ス ・キ リス トが 存在 す る とき に ， 存 在 す る」 と も言 う。 し か

も こ の 命 題 は 逆 転 され な い 。 つ ま り教 会が 存在 す る とき ， イ エ ス ・ キ リス トは

存在す る とは 言 い 得ない 。 なぜ な ら ， イ エ ス ・キ リス トは 第
一

義的 に は 「ひ と

りで い る方 」 だ か らで あ る 。 キ リス トは 「ひ と り ， す な わ ち 父 な る 神 と だ け 共

に 」 い る と言 われ る 。 そ の こ と は キ リス トが 孤 独 に い る と い う意 味 で は な く ，

「人 類 の た め ， そ し て さし あ た り教会 の た め に ， し か しひ と りで
， 教会 と と もに

で な く ， い る」 （864） こ とを 意 味 す る 。
「彼 ひ と りが 神 の 前 で の 人 間 の 義 認 で あ

り ， 神 の た め の 人 間 の 聖 化 で あ る 」。 お な じ よ うに 「彼 ひ と りが 預 言 者 で あ り ，

神 の 言 葉で あ る 」 （864）。 キ リ ス トは 「ひ と り神 の 中に 生 け る 方」 とし て い る 。

し か し そ の キ リス トが 第二 義 的 な あ り方 と し て ， し か も 同
一 の 「ひ と り神 の 中

に 生 け る 方」 と し て 「教 会 の 中 に 生 き る」 （867）。 キ リス トは 「上 方」 に あ りつ

つ
，

「下 方 」 に あ る 。
「超 越 」 に あ りつ つ

，
「内 在」 に あ る 。

バ ル トは こ の 教 会 と

共 に ， そ の 中に 生 き るキ リス トの 第二 義 的 な あ り方 と 区別 し て
， さ らに は キ リ

ス トの 存在 の 「第 三 の 実存形 式 」 「第 三 の 述 語 」 の 可 能性 も示 唆 し た 。 そ れ は

「今す で に 統治 し て い る全 能 者 （Pantokrator）」 「万 物 の 上 に 立 つ か し ら」 「世 界

の 出 来事 に お け る支 配 原 理 」 とし て の あ り方 で ，
バ ル トは こ の 関 連 で 「こ れ ま

で の 研 究 で は ま だ ほ とん ど 明 らか に され て い ない 聖 霊 に 関す る カ ル ヴ ァ ン の 特

別 な 教説 」 （865）に 触 れ た 。 そ れ は 「聖 霊を救 い の 群れ の 歴 史の 中だ け で な く，

創 造 され た 全世 界 に お い て 支 配 的 な 生 命の 原 理 とし て 考 え る 」と い う。 こ れ は ，

今 日 エ コ ロ ジ カル な観 点 か ら 興 味 を 持 っ て 再 論 され る視点 で あ る 。
バ ル トは こ

の 視点 に 興味 をも っ て 言及 し た が
， 未 解決 の ま ま に残 し た 。 彼 は ， む し ろ 第二

の 実 存 形 式 ， 第 二 の 述 語 に ，
つ ま り 「キ リス トの 存在 と彼 の 教 会 との 関 係」 に

集 中し て い く 。 こ うし て イ エ ス ・キ リス トの 存在 の 第二 の 実 存 形 式 ， 第 二 の 述

語 とし て 教 会が あ る と い うバ ル トの 理 解が 明 らか に な っ た で あ ろ う。
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　 し か し そ れ で は ，
こ の 第二 の 実存形 式 ， 第二 の 述 語 の 構造 は ど の よ うに 理 解

され る で あ ろ うか 。 バ ル トは こ の 第二 の 述 語 の 内 容 に も さ らに 第
一 義 的 ， 第 二

義的 の 区別 を語 る 。
バ ル トは言 う。

「教会は それ ゆ え ま さに 以 下 の ときに 存在す

る 。 す な わ ち ， 彼 （イ エ ス ・キ リス ト） が 第
一

義 的 に そ の 根 源 （original） と し

て 教会 の 中に 現 臨 し ， 生 き ， 彼 の 生 の 活 動 に よ っ て 教会 の 生 の 活 動 を 呼 び 起 こ

し
， 整 え ， 導 くとき に 。 し か し ま た彼 自身が い まや 第 二 義的 に ， す な わ ち模写

（Nachbild ） と反 映 （Reflex） に お い て も ， 彼 の 教 会 の 活 動 に よ っ て
， 教 会 の 存

在 と行 為 に お い て 解説 し ， 証 言 す る と き に 」 （866f）。
バ ル トは こ う述べ て ， イ

エ ス ・キ リス トが 上 方 に お い て も下 方 に お い て も， 教会 の 中に お い て も 「第
一

義的 に 行 動 す る 主体 」 と し て 同一 の 方 で あ る とい う。 し か し わ れ わ れ は こ の 教

会 の 中で の 「第
一

義 的 な 行 動 的 主 体 」 と人 間 の 活 動 と し て の 教 会 の 活 動 の 関係

をも う少 し解 明す る必 要 が あ る で あ る う。 教会が 存在す る の は ， そ の 「根源 」

として の イ エ ス ・キ リス トが 教会 に 現 臨 し ， 生 き ，
「彼 の 生 の 活 動 」 に よ っ て 働

くか らで あ る 。 それ は イ エ ス ・キ リス トが 「教会 の 中に御 自身を投影す る」（867）

とも言 われ る 。 教会 の 存在 は ， し か し 「教会 の 中 に 集合 され た人 間 の きわ め て

人 間 的 な生 ， 選 択 ， 語 り ， 行 為 とい う形 で 起 こ る 」 （866）。 教 会 の 中 に 集 合 され

た 人 間 の それ ら の 活 動 が 「教 会 の 根 源 と し て の イ エ ス ・キ リス トの 活 動 に 服 従

し ， ど うに か こ うに か 模写 し ， 反 映 し
， 解説 し ， 証 言す る」。 教会 の 存在 と行為

は ， 人 間 の 側 か らす る と ， イエ ス ・キ リス トの 活動 の 「模 写 」 で あ り 「反 映 」

である 。 しか しそ こ で もキ リス トは 「第
一

義的な行動的主体」 で あ っ て
， 彼が

御 自身 を教 会 の 中 に ，
「教 会 の 活 動 」 を通 し て 投影 し て い る わ け で あ る 。 教 会 に

対 す る 関係 に お け る イ エ ス ・キ リス トの 活 動 は 第
一

の 述 語 に 対 す る第二 の 述語

で あ る が ， こ の 第二 の 述語 と し て も 「根源 」 と し て 臨在 し ，
「御 自身 の 生 の 活

動 」に よ っ て 行 使 す る 第
一

の あ り方 に 対 し ，
「教 会 の 活 動 」 を通 し て 行 使 す る第

二 の あ り方が あ る 。 そ し て 常 に ． 第二 の あ り方 は 第一 の あ り方 に 根拠 を 持 っ て

い る 。

　イ エ ス ・キ リス トは 「世 の 光」 で あ り， 啓示 者 ， 宣教者 ， 預言者 で あ るが
，

そ れ は バ ル トに よれ ば ， そ の よ うな方 とし て 御 自身を教会 の 中に 投影す る方 で
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あ る 。 教会は ， た だ キ リス トの 預 言 の 業の 「対応 」 「反響」 「反 映」 「反 射」 「例

証 」 「し るし」 「比 喩 」 （906ff．） で し か な い 。 教会 が イ エ ス ・キ リス トを告白し ，

そ の 人 格 と業 に お け る 和解 の 現 実 を 証 言 す る こ と は ，
「イ エ ス ・キ リス トの 自己

告知 の 比 喩」 （970） で あ る 。 教 会 に 集合 させ られ た人 間は ， 和解 の 現 実 に 与 っ

て い る だ け で な く ， キ リス トの 自己告知 に よ っ て そ の 現 実 の 認識 に も与 っ て い

る 。 そ こ で そ の 「比 喩 」 と し て の 「証 言 」 に よ っ て ， そ の 「認 識 」 を まだ も っ

て い ない 外 の 人 々 をそ の 「認 識 」 に 与 らせ なけれ ばな らな い 。 この 「比 喩 」 と

「対 応 」 は 「人 間的 な方 法 で 」 （968） ま た 「人 間 的 な努 力」 （1014） に お い て な

され る 。 し か し そ の 際 ，
「比 喩 」 「対 応 」 「反 映 」 の 中で イ エ ス ・ キ リス ト御 自身

が 「第
一

義 的 に 行 動す る 主 体 」 で あ る 。 そ れ で は ， この 「比 喩 」 「対 応 」 「反 映 」

の 中で の イ エ ス
・
キ リス トの 働 き と人 間 的努 力 の 関 係 は ， ど うな っ て い る の か 。

人間的努力 は ， キ リス トの 働 き とど の よ うに 結合 され て い る で あ ろ うか 。 こ れ

は 聖 霊 論の 問題 で も あ る。

　 バ ル トの 聖 霊 理 解は
，

フ ィ リオ ク エ の 伝統 に 立 っ て い る 。 そ の 上 で 彼 は ， 聖

霊 を 「平 和 の 絆 」 と呼 ぶ 。 バ ル トは 言 う 。
「聖 霊 は ， 永 遠 の 神 的 《位 格》，

つ ま

り存 在 様 態 とし て
， 御父 と御 子 の 霊 と し て 両 者 の 間の 平 和の 絆で ある 」（870）。 こ

こ で バ ル トが 聖 霊 の 「位 格 」 を括 弧 書 きに し て い る 背 後 に は ， バ ル トが 聖 霊 を

「相 対 的 あ る い は 絶対 的に ， 非依存的 な らび に 自立 的に 働 くポ テ ン ツ と し て 理解

し な い 」 （578） とい う事情が あ る 。
バ ル トに よれ ば ，

「聖 霊 は イ エ ス ・キ リス ト

の 存 在 に 固有 な神 の カ で あ る」 （869）。 こ の 「力 の 活 動」 が 「平 和 の 絆」で あ っ

て ， それ は 永遠 の 神の 内に お い て そ うで あ る よ うに
， また 歴 史 的 な和 解 の 業 に

お い て もそ うで あ る と い う 。 こ の 聖 霊 の 働 きを バ ル トは ，
「調 整 の 働 き」 （Werk

der　Koordination） と も呼 ぶ （870）。
「イ エ ス ・ キ リス トの 存在 と， 彼か ら区別 さ

れ る が し か し 彼 の 中に 含 まれ て い る 彼 の 教会 の 存在 との 調 整 の 働 き」 とい う 。

こ こ に あの 「比 喩 」 の 中の キ リス トの 投影の 活動 と人 間的努 力 の 活動 の 関係に

触れ る 聖 霊 の 叙 述 が 垣 間 見 え る 。 し か し バ ル トは そ こ か ら
一 転 し て ， 聖 霊 は

「全 体的 キ リス ト」 （totUs　Christus） の 統
一 を定 め 保障す る とい う主 張 に 進 む 。

「全体的 キ リス トの 統一
」 と は ，

「彼の 高み と深み に お け る キ リス ト， 彼 の 超越
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と内在に お け る キ リス トの 統
一

」で あ り，
「あの 第

一
の 述語と第二 の 述語の 統

一
」

「彼 の 存在 の 起 源的 な 次元 と実存形 式 と ， そ れ に 従 属 す る 次 元 と実 存 形 式 との 統

一
」 （870）で ある 。

バ ル トは こ れ を さらに ，
「神 と共 に 天 的 か し らで あ る と同時

に ， 彼 の 教会 と共 に 地 上 的か らだ で あ る 統
一

」 と言 う 。

　 バ ル トは 聖 霊 の 働 き に よ っ て 確 か に 「神 的 ・天 的 な働 き ・存 在 ・行 為 」 と

「人 間的 ・地 上 的な 働 き ・存在 ・行為」 との 関連づ けや結合を理 解し た 。 そ の

際 ， 聖霊 の 働 きに は ，
「秩序 」 が あ る と言 う。 し か しそ の 「秩序 」 は バ ル トに よ

れ ば 聖霊独 自の 秩序 で は な い
。 教会 に お け る 聖霊 の 働 きは

， まさに 「イ エ ス ・

キ リス トとそ の 教会 の 存在の 秩序 の 中で 起 こ る 」 （868）。 そ れ が 「キ リス トの 存

在 に 固 有 な神 の 力 」 と言 わ れ る理 由 で もあ る 。 そ こ で 聖 霊 の 働 きは ，
「関連 づ け

（zusa … bringen）， 結合 （zusammenhalten ）す る の で あ っ て ， 同化 （identifizi¢ ren ）

し た り混 同 （vermischen ） し た り取 り替 え た り （vertauschen ）す る こ と で な く ，

一 方 を 他方 に 変 え た り，

一 方 を 他方 の 中に 解消 し た りす る こ とで は ない 」 （871）

と言 わ れ る 。 こ の こ とは ， 聖 霊 の 働 きが キ リス トの 存 在 と働 きの 秩序 の 枠 内 で

考え られ て い る こ とを 意味 し ， さらに い え ぱ カル ケ ドン 条項 の 意味 で 理解 され

た 神 性 と人性 の 区 別 と統
一

の 秩 序 に お い て 理 解 され て い る とい うこ と で あ る 。

バ ル トに お い て 聖霊 は それ 独 自の 「文法」
12） に よ っ て 活動する もの とし て 理解

され て は い な い 。 そ の た め あ の 「比 喩 」 の 中の 神的 行為 と人 間 的努力 の 関 連 も ，

相互 浸透 に よ っ て で な く， 区別 と関連づ け に よ っ て理解 され る こ とに な っ た 。

しか し そ の た め に ， 人 間 的 な努 力 そ の も の の 中で ， そ れ を用 い て 働 く聖 霊 は ，

決 し て 明確 に 語 られ て い る とは 言 え な い 。

　 （3） 「教 会 の 奉仕」 の 「基 本 的 形 式」

　バ ル トは ，
「教 会 の 委 託 」 と し て の 「伝 道」 を 語 る の に ，

「伝 道」 を 直接 そ の

委 託 の 包 括 概 念 と し て は 使 用 せ ず ， まず は 「奉仕 」 概念 の 中 で そ れ を 論 じ た 。

「伝 道」 よ りは 「奉仕 」 が 包括的 に な る 。
バ ル トは ， 確 か に 既述 し た よ うに ，

「和 解論 」 第 三 部 の 課 題 を語 る に 際 し て ， 伝 統 的 な神 学 の 「欠 陥」 を衝 き ， そ の

欠陥が伝道に対す る関心 の 消極性 と関連し て い る と非難し た 。 そ の 主張か らす
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れ ば ， 当然 ， 彼 の 「和 解論 」第 三 部は
，

「伝道」 理 解 とそ の 鮮明化 に ， そ の 先鋭

な先端 が 表 現 され る と期 待 され る 。 しか し包括概念 と し て 出現 し た の は
，

「伝

道 」 で は な く，
「奉仕」 で あ っ た 。 そ し て 「伝 道」 は 奉 仕の 中の

一 つ の 基 本的 形

式 と し て ， 他 の 形 式 と と もに 語 られ る こ とに な る 。 なぜ で あ ろ うか 。
バ ル トに

よ る と ，
「奉仕 」 概 念 の 意 義 は

， そ れ に よ っ て 「過 大 な こ と も語 らな い が ，過 小

な こ と も語 ら ない 」 （688） とい う点 に あ る 。 彼 に よれ ば ， 「奉仕」 は 「僕 」 の よ

うに 控 え めな 概念 で あ る 。 第
一

に 重 要 な の は こ こ で も ，
「イ エ ス ・キ リス ト御 自

身の 行為」 が 言 い 表 され な けれ ば な らな い とい うこ と で あ る 。 「奉仕 」 は そ れ を

表 す の に 適切 だ と言 う。 次に 「彼 （キ リス ト）の 生 とキ リス ト者 の 生 に 共 通 な

もの 」 が 「奉仕 」 に よ っ て 言 い 表 され ， キ リ ス ト者 の 行 為 が キ リス ト御 自身の

行為 との 関係 の 中で 必 然的 に 経 過 す る際 の 「秩 序 」 が 示 され る と い う。 キ リス

トの 業を 「共 に 行 う」 が ， それ は
一

方で は た だ 「主 権的な 主 」 に 「介 添 え し ，

助け る」 だけ で あ り ， 他 方 で は 「キ リス トの 行 為 」 に 「自 ら責任 を も っ て 実現

す べ き参 与 」 とし て で あ る とい う。
「奉仕 」 は こ の 「助 け る だ け の 参 与 」 を 意咲

す る に 適 し て い る （689ff．）。

　 こ の 奉仕の 基本的な 形 式 とし て バ ル トは 「二 つ の 系列 」 を 区分 し た 。 そ れ ら

は と もに イ エ ス 御 自身の 生 涯 の 行為 に 対 応 し て い る と言 う 。 イ エ ス の 生 涯 の 行

為 は 「語 る こ と ，
つ ま り， 語 る こ と とし て 行動 す る こ とで あ っ た 語 る こ と」 と

「行 動 す る こ と，
つ ま り ， 行動 す る こ と とし て 語 る こ とで あ っ た行動す る こ

と」 か ら成 っ て い た 。 それ に 対 応 し て 「証 言 」 も 「二 つ の 系 列」 に 分け られ る 。

…
方 に は 「語 る こ と」 の 系列 が あ り ， 他 方 に 「行 動 す る こ と」 の 系列 が あ る 。

しか し そ こ に は 「逆転 不 可 能 な 一
つ の 秩序」 が あ り ，

「語 る こ との 方が 行動す る

こ とに 先 行 し て い る」。 こ の 秩 序 は 「イ エ ス に よ っ て 弟 子 た ち に 与 え られ た 奉仕

の 指 示 」 （990） に よ っ て 示 され て い る と述 べ
，

バ ル トは それ 以 上 に 立 ち入 っ て

論 じ て は い ない 。 実 際に は 「和 解論 」 第 三 部 は 真理 の 認 識 に 関 わ り ， 語 る こ と

に 関 わ る が
， それ に は キ リス トの 人格 と業に お け る和解 の 現実が 先行 し て い る

の で あ る か ら ， イ エ ス 御 自身の 生 涯 の 行 為 との 対 応 で 「教 会 の 証 言 の 奉 仕 」 に

お け る 「語 る こ との 先行」 を 引き出す こ とに は 無理 が あ っ た と思 われ る。 それ
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ならむ しろ 人格と業の 先行を言 わ なけれ ば な らな くな るで あ ろ う。
「言葉を語 る

こ と に よ る伝 道 の 行 動 に 対 す る 先 行 」 は ， バ ル トの 構 想 とは 別 の 根拠 づ け を必

要 と し て い るで あ ろ う。

　 しか し い ずれ にせ よ ，
バ ル トは 先行す る 「語 る こ と」 の 系列 に お い て 「賛美 ，

説教 ， 教育 ， 福音 の 宣ぺ 伝 え （Evangelisation）， 伝 道 （Mission ）， 神 学」 を挙 げ

た 。 そ し て 次 に 教会 の 奉仕 が 主 とし て 行 動 で あ る 系列 の 形 式 とし て 「祈 り ， 牧

会 ， 模 範 ， デ ィ ア コ ニ
ー

， 預 言 者 的 行 動 ， 交 わ り」 を挙 げ た 。 こ うし て 二 つ の

系列 に よ り総計 12 の 基本的形 式が 挙 げ られ た こ とに な る 。 しか し ，
バ ル ト 自身

が 言 うよ うに 「教 会 の 奉 仕 の 分 析 的 ・組織的 に 構築 され た体 系 は 不 可 能 な もの

で あ る」（991）。 他の 列挙 の 仕方 も当然考えられ る こ とに なろ う。
バ ル トの 提示

の 仕方 は
， 例 に よ っ て 仔 細 を尽 くす周 到 な気 配 りの もの で は あ る が ， 決 し て 独

創的な もの とは 言 えない 。
「福音 の 宣べ 伝 え 」は ， 主 と し て 幼児洗礼 を 受 け た ま

ま の 「名 目 的 な キ リス ト者」 とい う身近 な 周 囲 の 人 々 を 対 象 に す る の に 対 し ，

「伝道」は
， 諸 国民 の 世界 ， 主 と し て 異教 の 世界 に 福音 の 証言 の た め に 証 人 を派

遣す る 。 こ の 区別 な ど もそ れ ほ ど特 別 な もの とは 言 い 得 な い で あ ろ う。 む し ろ

「賛美 ， 説教 ， 教育 」 とい っ た教会 の 働 きの 後か ら，
「福音の 宣べ 伝え1 と　「伝

道 」 を挙 げて い る の は ，
「世 界 へ の 突 出」 を課 題 と し て い る は ず の こ の 「和 解

論 」 第 三 部 に お い て 伝 道 の 切 っ 先 が くじか れ た位 置づ け に な っ て い る と言 わ な

け れ ば な ら な い で あ ろ う。 神 へ の 礼 拝 と 世 界 へ の 伝 道 は も うす こ し 鮮 や か な 提

示 を必 要 と し て い る の で は な い で あ ろ うか 。
バ ル トの 「和解論」 第 三 部 の 「世

界 に 身を向け る伝道」 論 は
，

一 種 の 効力 喪失 ， 切 っ 先の 鈍 化 ， 強調 の 竜頭蛇 尾

に 陥 っ た と 言 わ な けれ ば な らない 。

　 こ の こ とは ，
バ ル トの 伝道理 解 に よ っ て 現代 の 教 会 が伝道 の 危機 を克服 で き

るか ， 21 世紀 の 伝道 を ， 少 な く と も 日本基督教 団 の 「伝 道 の 喪 失 」 を 克服 で き

るか とい う問題 に つ い て
， あ る種 の 懐疑 を 引 き起 こ さな い わ け に は い か な い 。

こ の 点 を も う少 し 指 摘 し て お きた い 。 伝 道 の 課 題 は ，
バ ル トに よ る と， す で に

キ リス トの 人 格 と業 に お い て de　juleに 生 起 し た 人 類 の 新 し い 真 実 の 現 実 を de

factoに も知 ら しめ る こ とで あ っ た 。 教会は 人類に そ の 新 し い 現実 の 認識 を証 言
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す る こ とを委 託 され て い る 。 し か し だ か ら と言 っ て ，
「こ の 世が こ の 観点か ら教

会 の 存在 に 全 く絶対 的 ， 不 可 避 的 に 頼 っ て い る とは 決 し て 言 い 得 ない 」 （946）

とバ ル トは 言 う。 なぜ な ら 「そ の 預 言者 的 な 職 務 と業 と に お い て こ の 認 識 を伝

達 し て い る の は ， 教 会 で は な く イ エ ス ・キ リ ス ト御 自身だ か らで あ る 」。 そ こ で

「た と え 教 会が 存在 し な くと も世 は 必 ず し も失 われ た もの で は な い 」， 逆 に 「教

会 は 世 を 相 手 と し て 持 た な けれ ば ， 失わ れ た もの で あ ろ う」 （946） と も言 う。

和 解 の 現 実 の 認識 を伝 達 す る の は ，
「教会 で は な くイ エ ス ・キ リス ト御 自身 で あ

る亅。 こ の こ とは ， こ の 世 を し て 信 じ させ る の は 教 会 の 業 で は な い とい う こ とで

あ り， 教 会 は 自らの 証 言 の 成果 に つ い て 心 配 す る 必 要 が な い とい うこ とで もあ

る 。 そ れ は ， 教会 を重 き責任 か ら解 放 し ， 気 楽 な陽 気 さに 置 く として 喜 ぶ べ き

で あ ろ うか 。 そ れ が か え っ て 逆 説 的 に ， 教 会 を伝 道 に 向か わせ る力 に な る と言

い 得 る で あろ うか 。 し か し そ れ に し て も伝道 の 位 置 ， そ の 不可 欠性 は ， あ る種

後退 を 見せ る こ とは 避 けが たい 。 実 際バ ル トは ，
「教会 が し なけ れ ば な らな い の

は … …
そ の 証言を たず さえ て ， そ の 場 にい る とい うだ け で あ る 」 （969） と語 っ

た 。 そ の 上 バ ル トは ，
「奉仕 」 が 「た だ 助 け る だ け の 参 与 」 で あ る 具 体的な 例 と

し て ， ロ
ー

マ
・カ ト リ ッ ク 教 会 の 「ミサ の 侍者 」 （Ministrant） の こ とを挙げ て

い る 。
「ミサ の 侍者 は

， 福音書集や書簡集 をあ ち こ ちに 持 ち運 び ， 少 し 香 を焚

き ， 重大 な時 に 小 さな 鐘 を 鳴 らす 」。
「キ リス ト者 は ま さに そ の よ うな ミサ の 侍

者に すぎない 」 （690）とバ ル トは 言 う 。 こ れ を 「慰 めの 言葉」 と言 うべ きで あ ろ

うか 。 こ れ に よ っ て
， 現 代 の 教会 は 何 か 勇気 づ け られ た り ， 悔 い 改 め た り， 方

向づ け られ た りす る の で あ ろ うか 。
「証 言 をた ず さえて そ の 場 に い る」 「ミサの

侍者 に す ぎな い 」 とい うの で あれ ば ，

一 体 そ うで な か っ た 教会 が あ る の で あ ろ

うか 。 日本 の 教 会 もす で に そ うして き た こ とで は な い で あ ろ うか 。 キ リス ト御

自身 の 第
一

義的 ・本来的な主権的行 為 の 強調 の も とに ，
バ ル トは 教会の 伝道 の

位 置 ， そ の 価 値 ， そ の 不 可 欠性 に つ い て 語 る点 で ， 過 小 に 陥 っ た と言 わ な けれ

ば な ら な い で あ ろ う 13）
。 キ リス ト者 もそ の 御言 葉の 奉仕 も存在 し 「な けれ ば な

らな い 」 が ， しか し キ リス ト者 は 神 の 恵 み の 「特 別 な濫 れ 出 し」 の ゆ え に ，
「余

分 な もの と し て 」 （UberflUssig）（697） 生 き る と言 わ れ る の も 同
一

の 趣 旨で あ る 。
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4 バ ル トの 伝道理解の 意味 と限界

　 バ ル トの 「和解論」 第 三 部が 従来 の 福音 主 義的教義学 に お け る 「著 し い 欠 陥」

（878） を衝 い て ， 神学 の 関心 を 「世界 に 向か う伝道亅 へ と転 じ よ うと し た こ と

は重大な こ とと言わなければならない 。 少な くともド イ ツ 語圏 の 神学 で は ， 伝

道 が こ れ ほ ど教義学 の 関心 の 的 に 上 っ た の は ，
マ ル テ ィ ン ・ケ ー

ラ
ー を 除け ば

バ ル トの み で あ ろ う。 彼 は ま た そ の 語 り漏 ら し の な い 周 到 さに よ っ て ， ま た彼

自身 の 神 学 的 な 厳 密 さ を 貫 い て 「召 命 」 と 「証 言 」，
「教 会 の 派 遣」 と 「教会 の

委託 」， そ し て 「奉仕 」 と 「伝 道」 に つ い て
， そ の 思索 を 展開 し ， 叙述 し た 。 そ

こ に は また イエ ス
・キ リス トの 主権的 な主 語性 とキ リス ト論的 ・和 解論的な現

実性 が 明 らか に され て お り， 神 学的な 規範性 の 提示 とい う点で は ま っ た く揺 る

ぎが な か っ た 。 ま た キ リス ト告 白と し て ， キ リス トの 人 格 と業 に お け る 新 し い

現 実 の 証 言 と し て ，
「福 音 を 語 る」 こ と とし て の 伝道 の 強 調 も明 らか で あ る 。 こ

うし た こ と は ， 現 代 の 教 会 と 神 学 が な お バ ル トか ら 学 ば な け れ ば な ら な い も の

で あ ろ う 。

　 し か し そ こ に は ま た す で に 言 及 した 伝 道 の 失 効 と鈍化 の 傾向が 拭い が た い 印

象 を残 し て い る 。 特 に 伝 道 の 位 置 ， 価 値 ， 効 力 ， 不 可 欠 性 の 主 張 が 過 小 に 過 ぎ

る と思 わ れ る 。 伝 統 的 神学 の 「欠 陥」 の 克服 とい うモ テ ィ
ー フ は

， キ リス ト論

的 な第 三 の 次 元 （世 の 光 ， 啓 示 者 ， 預 言 者 ） の 指 摘 とい う点 で は と もか く ， 教

会を世界 に 向け て の 伝道 へ と転 じ る 上 で は 竜頭蛇 尾 に終わ っ て い る 。
「欠陥」は

指摘 され る と共 に ， す で に キ リス ト論 的 に 克 服 され て し ま っ て い る 。 そ れ は す

で に 解決 され て い る と認 識す る こ とに よ る解 決 で あ る 。
バ ル トの 「和 解論 」 第

三 部に お け る伝 道理 解 は 要す る に 教 会 の 伝 道 の 政 策 を変 更 させ た り， 再 建 させ

た り， 指導す るカ に な らな い の で は ない か 。 そ れ で は 問 題 は ど こ に あ るの か 。

　既 述 し た 「伝 道 の 位 置 ， そ の 不 可 欠 性 」 の 希薄 化 は そ の 理 由の
一

つ で あ る 。

さ らに 言 え ぱ ， 世 との 伝道 的 な 「戦い 」 が 語 られ な い 。 「世 」 の 概念が 問題 で あ

る 。
「世 」 は す で に 和 解 され た 現 実で あ り， 世 の す べ て の 人 間は す で に 「定 メ ラ

レ タ キ リス ト者 」 で あ る 。 キ リス トの 人 格 と業 に お け る 和 解 に よ っ て 新 し い 真
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実 の 現 実 の 中 に い る。 外 に い る者 は す で に 内に い る者 で あ る 。 伝道が 相手 に す

る世界 の 人 々 は ， 潜在 的 に 同
一

の 者 た ちで あ っ て ， た だ それ を 「認 識」 し て い

ない だ け で あ る 。 伝道 は 「現 実 」 に は 関係せ ず ， た だ そ の 「認識 」 に の み 関係

す る 。 世 の 「毒」 は もは や 抜 か れ （entgiftct ） （818） て い る 。 こ れ は 知 識 社 会 学

的 に 言 う と ， ア ジ ア や 「異 教 的 社会 」 の 中で は 妥 当性 を発 揮 し な い 思想で あ る 。

む し ろ コ ル プ ス ・ク リス チ ア ー
ヌ ム の 影響が 残存 し て い る 社会 に お い て は じ め

て 社会学的 に 妥当す る 。
バ ル トが 「福音の 宣 べ 伝 え 」 と 「ミ ソ シ ョ ン 」 の 区 別

とい う， こ れ ま た 「異 教 的 社 会 背 景 」 に お い て は ほ と ん ど意味 の な い 区別 を そ

の ま まに 維持し た こ と も，
バ ル ト神 学が ヨ

ー
ロ ッ パ 的 性 格 を色 濃 く表 し た

一
例

と言 っ て よい で あ ろ う。 こ の 「世 」 の 理 解は バ ル トの 終 末 論 と も関 係 す る 。 現

実 に つ い て は 終末 は キ リス トの 人格 と業 に お い て 到 来 して お り ， た だ 認 識 の み

が残 され て い る 。

　 こ うし た 問題 の 根本 に あ るの は
， キ リス ト論的 ・和 解論 的 な 規定 的力 の 原 理

的に 徹底 し た理 解 の 仕 方で あ る 。 こ の 視点 か ら は ， 世 界 も人 間 もす で に 敵 対 的

な他 者性 を剥 奪 され ， 潜 在的に す で に 「キ リ ス トの 者」 と され て い る 。 そ れ は

世 との 「戦 い 」 が ない こ と で あ る と ともに ， 世 の 「他 者性 」 の 喪 失 で あ り ， 他

者 との 出会 い の 喪失に もな る 。 しか し それ は 他者 を も 自己 の 中 に 取 り込 ん だ と

考 え る
一

種 壮 大 な宗 教 的 な 主 観 主 義 で は な い の か 。バ ル トに 向 け られ る あ の 「天

上 の モ ノ ロ
ー グ」， あ る い は 「自家集 団 内部 の 言 語 ゲ ー ム 」 「密 封 され た コ ル セ

ッ ト」 とい っ た 批 判 が こ こ に 関 係 し て く る 14）。 啓 示 の 客観性 や神 の 主 体性 に 突

き抜 け た と し て も， それ で そ の 全体 の 思惟が 特定 宗教 の 「主観性 」 の 中で 「構

成 主 義 」 的 に 構 想 され て い る可 能 性 を克服 で き る わ け で は な い
15）

。 こ の 問 題 が

伝 道 理 解に も決 定 的 な影響 を及 ぼ し て い る 。

　し か し そ うは 言 っ て も ， 逆 に ， 神学 が 際 限 の な い 相対 主 義や 規 範 の 喪失 に 落

込 む こ とは あ り得な い 。 伝 道が 無 原則的 な対話 や 宗 教多元 論 に 帰着す るは ず も

ない
。 神学は伝道 的 な 戦い と出 会い を成立 させ る現 実を こ そ 明 らか に し な け れ

ば な らな い 。 こ こ で の 結論 とし て 言 い 得 る こ とは ， 相 対 主義 に 落 込 む の で な く ，

キ リス ト論 ・ 和解論 の 規範的関連を維 持 しつ つ
， しか も伝道 の 戦 い と新 し い 伝
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道的な出会い に駆 り立 て る神的現実に立脚する神学の 可能性を追求するこ とで

あ る
16）

。 そ の た め に ， 以 下 に 三 つ の 論点 を 指摘 し て お き た い 。

　一
つ は キ リス ト論的関連 に あ りつ つ

， 相 対 的 に独 立 した 「聖 霊 論」 の 展 開の

必 要 で あ る 。 聖 霊 は イ エ ス ・キ リス トの 存在 と 業 に よ っ て 規 定 され る 。 し か し

だか ら と言 っ て そ の こ とは ，
バ ル トの 場 合 の よ うに

， 聖 霊 が 聖 霊 独 自の 働 きの

秩 序 を もつ こ とを否 定 す る わ け で は な い 。 伝道 に お け る 人 間的努力 は ， 聖 霊 の

働 きに よ っ て 引き起 こ され ， 浸透 され ， 指導 され
，

よ り積極 的 に 評 価 され 得 る

で あ ろ う 。 聖 霊 は イ エ ス
・キ リス トの よ うに 人 間 に 代 わ っ て 働 き ， 人 間 は それ

に別個に応答する の で は ない 。 聖霊 は神 に 応答す る人間 の 働 き を起 こ し ， それ

を用 い て 働 く 。
バ ル ト 自身 そ の 晩年 に 聖霊論 の 見 直 し の 可能性 を 主 張 し た 。

「和

解論 」 第三 部 に は す で に 聖 霊 に 対 す る そ の 意 味 で の バ ル トの 見 直 しが 働 い て い

る と も言 い 得 る で あ ろ う 17）
。 し か し ダ ニ エ ル ・L ．ミ グ リオ ー ル も言 うよ うに

「バ ル トは ，
三 位

一
体 の 神 の 力 とし て

， 区 別 す る と と もに 結 び つ け る聖 霊 の 活 動

の 救 贖 的 な意義 の 研 究 に お い て 十分 に 進 ん で い な い 」。 ま た 「聖 霊 の 位格 の 問題

もバ ル ト の 聖 霊 論 で は 欲 求 不 満 を起 こ させ る よ うな仕方 で 曖昧 な ま ま で あ

る」
18）。 む し ろ 「和 解 論 」 第 三 部 の 教 義 学 的 意 図 の

一
つ は ， 「世 の 光 」 「預 言 者 」

と し て の キ リス トの 主権的 主語性 の も とに ， そ の 力 と して 聖霊 を理 解す る こ と

で あ っ て
，

「相 対 的 に 自立 的 な 聖 霊 論 」を 防 止 す る と こ ろ に あ っ た と言 っ て も よ

い ほ どで あ る 。
バ ル トは ， キ リス トと聖霊 の 相 互 規定を認識 し な い

。 イ エ ス 御

自身 が 召 命 を受 け た こ と を 否 定す る （669＞の は ， そ こ に 根 本 の 理 由 を持 っ て い

る で あ ろ う。 し か し イ エ ス 御 自身 も聖 霊 に よ っ て 宿 り， ま た 石 命を うけ ， 聖霊

を受 け た の で は な い か 19）
。 聖 書 の 全体 に よ り

一
層忠実 な仕 方 で 聖 霊 を理 解す る

道 は な お 残 され て い る 。

　第 二 は 伝道 の 「救 済 史 的 な位 置 」 の 認 識 で あ る 。 聖 霊 の 相対 的 に 独 自の 働 き

を認識 す れ ば ， 同 時 に 救 済史 の 中に そ の 働 きが 位 置 を持 つ
。

バ ル トに お い て は

救済 史は 実質 的 に 「和 解 」 で 終 わ っ て い る の で は な い か 。
バ ル トも確か に 「キ

リス ト以 後 」 の 「小 さな 新 し い 事 態」 に つ い て 語 っ た 。 し か し そ れ は イ エ ス ・

キ リス トに お い て 起 こ っ た 神 と人 間 の 間の 契約 の 成就 とそ の 啓示 とい う 「偉大
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で 純粋で 完全な新 し い 事態」 が その 中 に 「反 映 」 す る 「小 さな新 し い 事態 」 で

あ っ た （639f）。 しか し 救 済史 に は 「神 の 国」 を 反 映す る 事態 も起 こ る 。 希望

に よ っ て 救われ て い る とい う次 元 が あ る 。 キ リス トと神 の 国の 間の 救済史は ，

キ リス トに お け る 和 解 の 現 実 と 不 可 分 に 関連 し て い る こ と は ， 当然 で あ るが
，

それ は そ の 関連の 中に 吸収され ， 解消 され る もの で は な い 。 神 の 国は まだ残 さ

れ て い る 。 そ れ が 神 の 民 を 集 め る伝 道が な け れ ば な ら な い 理 由で あ る 。
バ ル ト

の 神学的思惟は カ ル ケ ドン 的な神性 と人 性 ， 神 と人 間 の
， 上 か ら下 ， 下 か ら上

の 同 時 的 不 可 逆 的 運 動 に 規 定 され て い て ． 救 済 史 的 で は な い 。 伝 道 は 「神 と人

間」 の 「カル ケ ドン 的神
一
人関係」 の 間で は な く，

む し ろ 「キ リス トと神 の 国」

の 救 済 史的な 問 に 位置 を持 つ
。

　 そ こ で 第 三 の 問 題 は ，
「神 の 国」 の 理 解 で あ る 。 そ の 際 ， す で に 述べ た よ う

に ， 神 の 国を キ リス トの 人 格や 存在 と同
一

化 させ て は な らな い
。 終 末 論 を キ リ

ス ト論 と 同
一

化 し た り ，
キ リス ト論 に 還 元 す るな らば ， 当然 ， 伝 道の 位 置 も権

利 も奪われ ， 伝道 は す で に 片付い た 問題 に な らざ るを 得 な い で あ ろ う。
バ ル ト

の 終 末 論 は キ リス トに お い て す で に あ る 終末論 ， キ リス トす な わ ち 神 の 国 の 終

末論 に な っ て い る の で は な い か 。
「イ エ ス 御 自身が そ の 完 全 性 に お け る神 の 国 で

あ る 」 （906f） と言 わ れ て い る 通 りで あ る 。
バ ル トに お い て は こ の 点 もま だ あ

い ま い で あ るが ， キ リス ト と聖 霊 の 関連 の 中 の 区 別 と と もに ， キ リス ト と神 の

国 も関連 しつ つ
， 区別 され な けれ ば な らな い で あろ う 。

　 こ の よ うに し て 伝 道 理 解 を め ぐ っ て ， 聖 霊 の 理 解 ， 救 済 史 の 理 解 ， 神 の 国の

理 解 を改め て 問 い 直す こ と は ， さら に バ ル ト神 学 の 問題 の 指摘 とし て は
， 彼 の

「和解論」 が そ こ に 根源 を持 っ て い る 「永 遠 の 選 び 」 の 再 検討 に まで ， 当然 ， 遡

及 し な けれ ば な らな い で あ ろ う 。 伝 道 の 意 味 との 関連 で 教義学 の 全 体が 再 検討

の 必 要を迫 られ る こ とに な る。 しか し ， それ は 教義学 に と っ て 少 し も不 名誉 な

こ と で は ない 。 ま さに そ れ が 教 義学 と い う も の で あ ろ う。（こ ん ど う ・か つ ひ ご ）
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