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「神の似姿」 としての 人間とその 意義

近　藤　勝 　彦

は じめ に

　 人 間は 神の 「像」 （ヘ ブ ラ イ語 の ツ ェ レ ム
， ギ リシ ャ 語 の エ イ コ ー ン ）に 従 っ

て 創造 され た との 認識は ， 聖 書 とキ リス ト教 の 伝統の 中で ほ とん ど定着し た 人

間理解で あ る。 「神の 像」 もし くは 「神 の 似姿」 の 概念は ， 教会に お け る 人 間理

解 の 「中心概念」
エ）に な っ た と も言われ る。 しか し近代 に な っ て ， 特 に 19世紀

以 後 ， フ ォ イ エ ル バ ッ ハ 以来 の 人間学に お い て
， また 脱キ リス ト教化 した ヒ ュ

ー
マ ニ ズ ム の 中で ，

こ の 人 間理 解が ほ とん ど放棄 され て きた こ とも疑 うこ とは

で きない ． 神学 の 秘 密 は 人間学 で あ る との フ ォ イ エ ル バ ッ ハ の 命 題 に 従 えば ，

人 間が 「神の 像」 に 従 っ て 創造 され た の で は な く， 逆 に 人間が 自己 の 像 に 従 っ

て 神を創造し た こ と にな る 。 しか し神学 と人 間学の 関係 の こ の 逆転 は ， 実 際に

は神 の 定義を 喪 失 し ， それ と同時 に人 間の 定義を も失 っ て きた 。 現代 文 明 に お

け る人 間は ， 人 間の 万 能の 主体性や 自己決定 を標榜 し なが ら， 自己 自身の 定義

不可 能性 に 陥 り， 迷路 の 中に入 り込 ん で い る 。 現代人 間学の 人 間理 解 を概括す

れ ば 「人間は 問い で あ る」 とい う以 外 に な い 状態 に 陥 っ て い る 。 こ の 問 い に対

す る回答 ， そ し て 問い を支 え る回答は ， 人 間そ の もの の 内的論琿 に よ っ て は到

達不可能で あ り， む しろ今 日 ， 人 間の 本質に あ る 「エ クセ ン ト リッ クな構造」

を予感 し ， 外 か らの 契機を 不可 欠 と し て い る こ とを再 度 自覚 し は じめ て い る と

も言い 得 る で あ ろ う。 「神 の 像」 に よ る人 間理解は ， 神 との 関係が 人 間に 本 質一E

不 可 欠で ある こ とを言い 表 して い た 。 こ の 神学 的 な人 間 の 理 解 は ， 人 間 自身 の
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自己決 定の 非人 間化が 進ん だ現代文 明の 中で ， 時代遅れ の 遺 物 と考 え られ るべ

きもの で は な く， ま さに現代の 問題 に応 え る洞察 として 理解 され なけれ ば な ら

ない で あ ろ うe

　「神 の 像」 （神の 模像 ・似 姿） とし て の 人 間を め ぐ る神学的理 解 は ， 教義 学的

人 間論 とし て 展 開 され る 。 そ れは また人 間学的 な関連に お い て
， また 倫理 学的

な帰結 に お い て ， それ 特有の 意義を発揮す る 。 本論で は ， まず教義学的 に こ の

概念 の 理解 を 明 らか にす る こ とに 努め
， 続 い て 「神 の 像」 に従 っ た人 問理 解が

人 間 学的 な らび に 倫理 学的に ど の よ うな意 義 を有す る か を 明 ら か に し て み た

い 。

1． イエ ス ・ キ リス トの 出来事 と 「神の 像」

　  聖 書に おけ る二 つ の 線 とキ リス トにお け る啓 示 か らの 認識

　「神 の 像」の 理 解 をめ ぐ っ て
，
まず根 本的 な認識の 道筋 を明 らか に し て おか な

けれ ば な ら な い 。 通 常 ，
「神 の 像 」 と し て の 人 間理 解は 創 世 記 1章 26節以 下

（そ の 他 同 じ く創 5 ・3， 9 ・6） を典拠 とす る と考 え られ て い る 。 し か し他 方 ，

新約聖書 の 数箇所 に おい て キ リス トは 「神 の 姿」 （コ リニ 4 ・4，
コ ロ 1・15， 同

趣 旨に お い て ヘ ブ 1 ・3） と言わ れ ，
「御子 の 姿」 （ロ マ 8 ・29， 同趣 旨におい て

コ リニ 3 ・18
，

コ リ
ー

　15 ・49，
フ ィ リ 3 ・21） に つ い て 語 られ ， キ リス トに よ

る 「新 しい 人」 に よ っ て 「造 り主 の 姿に 倣 う」 （コ ロ 3 ・10， 同趣 旨に お い て エ

フ ェ 4 ・24） とい う人 間の 事 態 が 語 られ て い る 。 旧約聖 書 の 祭 司資料 とパ ウロ

な らび に パ ウ ロ 的文書 とい う， 聖 書 に お け る こ の 「二 つ の 線」 を方法論的に統

合し なければ
， 神 学的 な 「神 の 像」 の 理解 は 責任的 に 表現 され る こ とは で きな

い 。 この 問題 は イ エ ス
・キ リス トに お け る啓示 と聖書 の 関係 を ど う理 解す るか

とい う教義学序説の 大 問題 に 根本 的に 関わ るが
， 結論的 に 言 うと ，

「イ エ ス ・キ

リス トの 出来事にお け る啓示」 の 理解 を起点 とし て
， 従 っ て また パ ウ ロ な らび

に パ ウ ロ 的文 書の 証言 （それ は ま た 旧約聖書 との 関連 に あ るの で あ るが ）か ら

の 光 の も とで 「神の 像」， もし くは 「神 の 像」 との 関 わ りに お け る 人 間を 認識

し ， その 関連で 祭司資料の 人 間理解 を受 け止 め る の で なけれ ば な らな い で あ ろ
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う． ある聖書の 特 定個所 の 記述 が 神学的認識 を直ち に 決定す るの で な く， 聖書

に 証 言 され た 啓示 か ら神学 的認識 の 規定 を受 け取 る の が 神学 的な 筋道で あ る。

こ の 神 学的思惟 の 方 法論 上 の 問題 で
， 例 えばパ ウル

・
アル トハ ウス の よ うに

「二 つ の 線」 か ら 「二 重の 意 味」 を ， あ るい は エ ドム ン ト・シ ュ リン クの よ うに

「多重 な規 定」を受 け取 る とい う行き方 は ， 啓示 的思惟 とし て 不 徹底 で は ない か

と思 わ れ る 2）。 「神 の 像」 は 創世記 か ら理 解 され るよ りは も っ と根本的に イ エ ス

・キ リス トに お け る啓示 か ら理 解 され る。 啓示 との 関連 で 創世記 の 記述 の 意味

も理 解 され な くて は な ら ない
3）。

　  「神の像 」 と して の イ エ ス ・キ リス ト

　そ れ で は キ リス トに お け る啓示 か らの 認識 に お い て 「神 の 像 」 は ど の よ うに

理 解 され る で あ ろ うか 。 イ エ ス ・キ リス トの 啓示 の 出来事は また 人間 の 救 済の

出来事 で もあ る 。 そ こ に お い て 父 ， 子 ， 聖霊 な る神 が 啓示 され る と ともに ， 罪

に よ っ て 失われ た 人 間が救 済 され る 。
「神 の 像」 に よ っ て 言 い 表せ ば

， イ エ ス は

啓示者 とし て 「神の 像」 で あ り， また救 済の 媒介者 とし て 「神 の 像」 で あ る 。

キ リス トに お い て 神 の 啓示 が あ る こ とは ，
ヨ ハ ネ福音書 の 表現 で 言 えば ，「い ま

だ か つ て
， 神 を見 た 者は い な い 。 父 の ふ と こ ろ にい る独 り子で あ る神 ，

こ の 方

が 神を示 され た 」 （1・18） と言 われ る 。 そ こ で 「御子 は ， 見え な い 神 の 姿」 （コ

n1 ・15）で あ る。 「神 の 像」 は 従 っ て ， キ リス トに お け る 啓示 の 認 識 に よれ ば ，

人 間論的概念で あ る以前 に ， 根本 的に ，
三 位

一
体論 的で あ り，

また キ リス ト論

的な概念で あ る 。 キ リス トが まず 「神の 像」 で あ っ て ， 人 間の 救 済 は こ の 「御

子 の 姿」 に与 り，
「主 と同 じ 姿に変え られ る」 こ と と され る 。

　と こ ろで 「御子が 見え ない 神 の 姿で あ る」 こ とは
，

ど こ に 根拠 を持 っ て い る

の で あろ うか 。 イエ ス に お け る 「神 の 像」に つ い て 語 り得る根本の 理 由は何 か 。

われ われ は こ の 関連で
，

三 位
一

体や神 の うちな る永遠 の 決意 に つ い て 言及す る

必 要が あ る 。 そ の
一

切 は 認識 的 に は キ リ ス トに お け る啓示 に 基づ い て で ある。

イエ ス の 出来 事 にお け る啓示 に よれば ， 御父 と御 子 とは ペ ル ソ ナ の 相違 の 中で

三 位
一

体的な 「同質」 （ホ モ ウー シ オ ス ）の 関係 に あ る 。
「御子 は 見 え ない 神 の
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姿」 とい う聖書 の 表現 は ， 神 は ご 自身の 中に ご 自身の 姿 （像）を持 っ て い る の

で あ るが
， そ れ を御子 の 中に持 っ て い る とい うこ とで あ る 。 こ の よ うに 理解す

る と 「神の 像」 はただ 被造物 の 世界 の 中， あ るい は 世界や人 間 に関係す る神の

経綸 の 中に ， そ の 位置を持 っ て い るだ けで な く， 本源的 に は 永遠 の 御子 に お い

て ， 神 の 内在的な三 位
一

体 ， 御子 と御父 との 区別 に あ っ て 同質 の 中に そ の 位 置

を持 っ て い る こ とに な る 、，

　内在的二 位
一
体の 認 識 に 至 る の は ， 言 うまで もな く啓示 の 認識か らで あ っ て

，

神 の 啓示 ，
つ ま りは 神 の 経 綸 に よ っ て で あ る。 「神 の 像」 は ，認 識的 に は啓示 に

基づ き ， 存在的に は 三 位
一

体 に 基づ く。 と こ ろで 聖書が 「御子は ， 見 え ない 神

の 姿」 と 言っ た の は ，
「見 えない 神 」 に対 す る 「見え る姿」， 従 っ て 「見え る姿」

と し て の 「御子 」 を 語 っ た と考 え られ る 。
「神 の 像」 は 神に類似 し

， 神 に 対応

し ， 神を映 し 出す 。 御 子は 御父 に 対 応 し ， キ リス トは 神に 対 応 す る 。 しか し

「見 え る姿」 に 「映 し 出す 」 こ とは ， 世 と人 間に 対 し て の こ とで あ る 。 キ リス ト

は神 の 中で 神ご 自身 に 対応 す るが
， それ に よ っ て ま た神 の 外 へ と神 を映 し出す ．

「神 の 像」 は従 っ て 「見え る 姿」 として は ，
「御子 におけ る神の 受肉」 「御子 に お

け る神 の 到 来 」 に 某づ き ， 時間 の 中の イ エ ス ・キ リス トの こ とで あ る。 こ の 意

味で 「神の 像」 は
， 本 来 ，

た だ 内的な二 位
一 体論 の 概念 に 止 ま らず ， 同時に キ

リス ト論的な概念 で あ る 。
「神 の 受 肉」 「神の 到来」 とい うこ とで は ， 内在的三

位
一

体 か ら経綸的 三 位
一体 へ の 歩 み 出 し ，

つ ま り 「神 の 永遠の 決 意」 が 決定的

で ， そ こ に 「神 の 像」 の 神 の うちな る理 由が あ る と言 っ て よい で あ ろ う．

　叙述 が い さ さか 錯綜 したが ，
「神 の 像」 と して の イ エ ス ・キ リ ス トを ， そ の 理

由や根拠か ら理 解す る こ とは
， 当然 ，

「三 位
一
体論 」 と関 係 し ， 内在的二 位

一
体

か ら経 綸的三 位
一

体 へ の 永遠 の 歩 み 出し で あ る 「神の 永遠 の 決 意」 に注 目すべ

き とい うの が ， こ こ で の 結論 で あ る 、 神 の 永遠の 決意に 「神の 像」 とし て の イ

エ ス
・
キ リス トの 世 へ の 到 来が 根拠 を持 っ て い る。 「神 の 像」 の 出現 は ， 人 間の

罪 と深 く関わ っ て い る が
， しか し そ の 出現の 根 拠 は神 の 永遠 の 決意 に， つ ま り

神 の 恵み の 白由， 神 の 愛 の 自由な溢れ 出 しに あ る の で あ っ て ， 人 間の 堕罪 の た

め に必 然化 され た わ けで は ない 。 イ エ ス ・キ リス トに お け る 「神 の 像」 は人 間
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の 罪 に で は な く ， 神 の 愛 に よ っ て 動機 付け られ て い る 。

　こ の 「神の 永遠の 決意」 をユ ル ゲ ン ・モ ル トマ ン は 「一 つ の 可能性 へ の 神 の

収縮」
4） と呼 ん だ 。 は た し て それ が 適切 か ど うか は別 の 問題 で あ る 。 彼 に は 創

造 に先 立 っ て 神 の 「自己制 限」 が あ る とい う思 想 が あ っ た
5）

． し か し キ リス ト

の 啓示 に よれ ば ， キ リス トを 与え る 中に 神 の 愛 の 充満 が示 され て い る 。 神 の 愛

と 自由に よ る神 の 永遠の 決意 に ，
「われ われ の た め」 「世 と人 間の ため 」 とい う

視角が 本質的 な位 置 を持 っ て い る 。 そ うい う神 の 自由な 恵み の 決 意が ，「神 の 像」

として の イ エ ス ・キ リス トの 到 来の 根拠 とな り， そ の こ とが 認識的 に は キ リス

トの 到来 に よ る 啓示 の 中に示 され て い る 。

　三 位
一
体の 関係 に は御 父 と御子 との ペ ル ソ ナ の 相違 と とも に ， 神 とし て の 存

在や本質にお け る
一

致 が あ る 。「像」は 相違 と一 致 に お い て 成立 す る と言わ なけ

れ ばな らない 。 御 子 と御 父 とは 異な る 。 しか し そ の 相違 に お い て
一

致 して い る ．

こ の ペ ル ソナ の 相違 と本 質の
一

致 （ホ モ ウ
ー

シ オ ス ） が 「神 の 像」 の 根拠 で あ

る。 しか し それ で は
一体 なぜ御 父で も聖霊 で もな く， 御子 が 「神 の 像」 な の か 。

そ の 理 中に は ， 神 の 内な る永遠 の御 子が 時間の 中で 「受 肉」 し た とい うこ とが

あ り， 永遠の 御子 とイ エ ス とが 同
一

で あ る とい う事 実が あ る 。
つ ま り 「神 の 像」

とし て の イ エ ス ・キ リス トの 存在に は ， その 根拠に イ エ ス と神 との 相違 に お け

る
一

体 性 ， す なわ ち 「位格 的
一

致」 （unio 　hypostatikeも し くは unio 　personalis）

の 事実が あ る。 こ の 意味 で もイエ ス ・キ リス トは 神 （御子 に お け る神 ） と人 間

イ エ ス との 相違 にお け る
一致に よ っ て 「神 の 像」 で あ る 。 三 位

一
体 に お け るペ

ル ソナ の 相違 と本質の 致 （ホ モ ウー シ オ ス ）， な らび に 人 間イ エ ス が 御子 に い

ます神 で あ る と の 位格的 一 致 （ウニ オ ・ペ ル ゾナ
ー

リ ス ），
こ の 二 重 の

一
致 が

「神 の 像 」と し て の イ エ ス ・キ リス トの 理 由 と し て あ る と言わ なけれ ばな らな い
。

　 「神の 像」に つ い て ，
三 位

一 体 論や神 の 永遠 の 決 意の 観点 か ら同 じ よ うに 語 っ

て い る 人に ，
ペ ー ター ・ブル ン ナ

ー が い る e 彼 は 「神 の 像」 とし て の キ リス ト

を 「内在 的三 位
一

体 」 に お い て 語 り ， 同時 に 「第二 の 契機」 とし て 「受 肉 し た

神の 像」 を 「神 の 救 済の 経綸」 に属す る こ と と し て 語 っ て い る 。 これ に 対 し て ，

「神の 像」をめ ぐ っ て 三 位
一

体論的に理 解 し なが らも ， 内在的三 位
一

体論に 対 し
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て 否定 的なの は ， ヴ ォ ル フ ハ ル ト ・バ ネン ベ ル クで あ る 。 彼 に よれ ば ，
エ イ レ

ナ イオ ス は 「神 の 像」として の イ エ ス ・キ リス トに つ い て の 新約聖 書 の 叙述 を 「受

肉の ロ ゴ ス 」 に 結び つ けた ， こ れ に対 し
，

オ リゲネ ス と彼に従 っ た ア タナシ オ

ス は 新約聖 書の 叙述を n ゴ ス ・ア サル コ ス に 向け て 解釈 し ， そ こ で は 「永遠 の

神 の 像」 と して の イ エ ス ・キ リス トに 関す るキ リス ト論 的叙述 は 「人 間の こ と

とし て の 神 の 像の 理 解 に と っ て もは や何 ももた ら さない 」，
「少 な くと もこの 点

で は キ リス ト論 と人 間論 が別 々 の 道 を行か なけれ ばな ら な くな っ た 」 と指摘す

る
6）

。 内在的三 位
一

体 論に よ る 「神 の 像」 で は 人 間論 とは別 々 の 道 に な る とい

うバ ネン ベ ル クの 指 摘 は ，
「神の 永遠の 決意」 を語 らない こ とで もあ る 。

「神の

像」 は そ こ で 三 位 一 体論的 に理 解 され た 「御 子」 の 「受 肉」 か ら理 解 され る。

御子 は ， 御父 か らの 自己区別 に お い て ， ま た神 ご 自身の 存在 との 交わ りに 規定

され なが ら ， 人 間的形態 を取 る u 人 間は こ の 「御子 の 像」 に似た者 とされ る こ

とで ，
「御 父 と御 子 の 交わ り」 に参与す る と 言 うの で あ る 。

　 カ ー ル ・バ ル トの 場 合は ど うで あ ろ うか 。
バ ル トは 厳密に ，

「イ エ ス の 人間

性」 が 「神 の 像」 で あ る と語 っ た 。 それ は ，
「イ エ ス の 人 間性」 が 「神 ご 自身の

内的存在 ・本質」 を 「繰 り返 し」 て お り， 「模 写 して い る」
7） か ら とい うの で あ

る 。 も う少 し説 明を加 える と ，
バ ル トに よ る と 「イ エ ス の 人間性」 は神 の 存在

の 内的領域 に 属 して お らず ， 神 の 業 の 外 的領域 に属 して い る。「イ エ ス の 人 間性」

は 「他者の た め の 存在」 で あ り， 人 間 と共 に い る神 を 表す。 しか し 「神 の 内的

領域 」 には 「神 と神 」 の 関係 が あ る ． これ は 「神 と人 間 の 関係 」 とは 異な る 。

それ ゆ え 「神 の 内的領域」 は存 在 の 類比 （analogia 　entis ）に よ っ て 人 間 の 観点

か ら語 る こ とは で きない 。 しか し 「神 の 存在の 内 部で の 関係 」 （御子 に 対 す る御

父 の 関係 ， 御 父 に 対す る御子 の 関係 ，
ご 自分 に対す る神 の 関係 ），

つ ま り 「神の

存在 の 内部 で の 関係」 と， 第二 の 関係 ，
つ ま り イ エ ス の 人 間性 が 表 し て い る

「神 の 存在 と人間 の 存在 の 関係」 が あ っ て ， こ の 両方 の 問に は 「対 応 と類似性 」

が成 り立 っ て い る とバ ル トは 言 う。「その 意味 で 第二 の 関係は ， 第
一

の 関係の 像

で あ る 。 すなわ ち関係の 類比 （analogia 　relationis ） が 存存 す る」 と言 う8）。 「イ

エ ス の 人 間性 」 こ そ が バ ル トに よ る と 「神 の 像」 で あ るが
，

バ ル トが そ う語 る
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意味 は ， 以 上 の よ うに 「神の 内な る父 と子 の 関係」 が 「イエ ス とその 隣人 た ち

の 関係 」 の 中で 「模写 」 され ，
「対 応 と類似性 」 を 持 っ て い る とい うこ とで あ

る。 「神 の 像」 とは従 っ て 「類似の 関係 」 の こ とで あ り，
「他者 の た め に あ る こ

と」 に ほ か な らな い 。 し か しそ れ で は第
．

の 関係 と第二 の 関係 の 間の 「対応 と

類似 性」 は 何 に 根 拠 を持 っ の で あ ろ うか e
バ ル トは そ の 場合 「神 の 自由」 と

「神 の 愛」 に 訴 え る a 「神 の 白由」 とは ， 神 が ご 自身 を御 父 とし て 措 定 し ， 御子

とし て措定 され ， 聖霊 として 確 認す る 自由 ，
つ ま り神の 内な る 自由で ある が

，

そ れが また 神 が 人 間の 創造 者で あ り， 被造物 との 関係 を創 造者 の 側 か ら基礎 づ

ける 自由，
つ ま り経綸的な 自由で もあ る。 こ の 神 の 内な る 自由 と経 綸的 な神 の

自由 とが 同
一

の 自由で あ る こ とに ， あの 「対応 と類似性」 は 根拠 を持 っ て い る

とい う。 「神 の 愛」 に訴 え る とい うの も ， 御 父 と御 子 の 問の 神 の 内な る愛 と人 問

に 向け られ た 神の 愛の 同
一

性 に 訴え る こ とで ある。 神 の 自由 と愛が 神の 内 と外

に 向けて 同
一

で あ る こ とに訴 える とい うこ とは ， 結局 は 「神 の 永遠の 決 意」 に

訴 え る こ と と同
一

の こ とで あ る。

　バ ル トの こ の 「神 の 像」 の 理 解に 対 し て 生 じ る
一

つ の 疑 問は ，
「イ エ ス の 神

性」が 本質 的な 役割を果 た して い ない 点 で あ る 。
つ ま りは 「位格的

一
致」 （ウニ

オ ・ペ ル ゾ ナ
ー リス ）が 本質的な役割 を果 た し て い ない 。

バ ル トは こ こ で も改

革派 の 特徴 で あ る イ エ ス ・キ リス トの 神性 と人 性 の 区別 の 強調 で 考 え て い る 。

「イ エ ス の 神性 」 は イ エ ス ・キ リス トに お け る 「神 の 像」 に とっ て い か な る 意味

を持 つ の で あろ うか 。
バ ル トに よ る と 「人 間イ エ ス の 神性」 は 「こ の 造 られ た

もの （人間 イ エ ス ） の 中で ，
こ の 造られ た もの （人 間イ エ ス ） と共 に

， 直接 的

に じ か に 創造者 な る神 が い ます とい うこ とに あ る 。 イ エ ス の 神性 は ， 彼 が 人格

に お け る神的救 い 主 で あ る こ と ，

… …神 の 恵み が 働 く問 に イ エ ス が い ます とい

うこ と，

一言 で 言 えば ， 人 間イエ ス の 神性 は 彼が 神 の た め の 人 間で あ る とい う

こ とに あ る」
9） と言われ る 。

つ ま り人 間 イ エ ス の 神性 は ， イ エ ス が 「神 の た め

の 人 間」 で あ る こ とで あ り ， イ エ ス の 人間性 は 「人 間 （他者） の た め の 人間」

で あ る こ とで あ る 。 両者の 問に は 「対 応 と類似性 」 が あ る。 しか し こ の 「イ エ

ス の 神性」 とそ の 位 置の 理 解 は ， それ が 「神 の 像」 の 根拠や起 源 とは され て い
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ない こ とを意味して い る。 なぜ な ら ，
「神 の た め に い る人間 イエ ス 」 （こ れ をバ

ル トは イ エ ス の 神性 と呼ぶ ） と 「他 者・隣人 の た め に い る人 間イ エ ス 」 （イ エ ス

の 人 間性 ） との 間 には 「対応 と類似性 」 が あ る が ， こ の 「対応 と類似性 」 が 単

に偶 然的 ， 事実 的に あ るだ けで な く，
「事柄 か ら見て 本 質必 然的 な対応 と類似性」

で ある と言 うた め に 訴 え る先は ， あの 「起源」 で あ る 。 そ の 「起源 」 とは 「イ

エ ス の 神 性」 で は な く， また 「ウニ オ ・ペ ル ゾナ
ー

リス 」 で もな く ，
「人 間 イ エ

ス の 人問性」 が 「神 の 像」 と し て 模写する 「神の 内的領域の 関係」 にほ か なら

ない u 第二 の 関係 （人間イ エ ス と隣人 の 関係） は 神の 内な る第
一

の 関係 （父 と

子 の 御 霊 に よ る 関係 ） の 中に基礎づ け られ る。 そ し て そ の 理 由は ， 神 の 自由 と

愛が 神 の 内に おけ る 自由や愛 と神の 外 へ の 自由と愛 と同
一

で あ る こ とに よ る 。

こ うし て カ
ー

ル ・バ ル トの 「神 の 像」 の 理 解の 中で は ，
三 位

一
体 （実は 「二 位

一
体 」 に な っ て い る の で は ない か との 批判 もあ るが ） と神 の 内 的領 域 と外的領

域 を結 ぶ神 の 自由 と愛 （従 っ て 神の 永遠の 意志決定）が根 拠 と され るが ，
「イ エ

ス の 神性 」 や 「イ エ ス の 神 性 と人性 の
一

致」 （ウニ オ ・ペ ル ゾナ
ー

リス ）は 何 ら

の 基礎 ・根拠 ・起源 とな る役割を果 た して い な い 。 これ で は イ エ ス ・キ リス ト

にお ける 「神の 像」 と人間 に お ける 「神 の 似 姿」 は 区別 され ず ，
い ずれ も 「関

係の 類比 」 とし て 理 解 され る こ とに な るの で は ない か 。

　 イ エ ス ・キ リス トは 「神 に対 応す る 人 間」 で もあ る 。 し か し それ は 他の 人 間

に つ い て は言 い 得 ない 仕方で 「神 と一
つ で あ る 人 問」 で あ る こ とに よ っ て で あ

る。 そ の 意味 で ， イ エ ス ・キ リス トは 「神 の 実在 」 で あ りつ つ
，

「神 の 像」 で あ

る。 そ の こ とは 三 位
一

体論 的なホ モ ウー シ オ ス と位格的一
致に根 拠を もつ 。 イ

エ ス ・キ リス トは 神 の 実在 を示 す 「神 の 像」 で あ り ，
「像 に よ っ て 現わ され る神

ご 自身」 で もあ る 。 イ エ ス ・キ リス トに お け る神 との 対応 は ， ホ モ ウー シ オ ス

に し て ウニ オ ・ペ ル ゾナ
ー

リス の 意味で 神 と
一

つ で あ るゆえ に独
一

的で ある 。

「神 の 似 姿で あ るキ リス トの 栄光」 （コ リニ 4 ・4） が 語 られ る ゆえ ん で あ る 。

  神の似姿を構成す る神の像

イ エ ス ・キ リス トの 出来事 に お け る 啓示 に よれ ば ， イ エ ス ・キ リス トは 啓示
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者で あ る と と もに救 済者で ある 。 キ リス トは 「見えない 神 の 見え る像」 で あ る

と とも に ， 信仰者 が そ の 像 に 参与 し ， それ へ と変貌 され る こ とに よ っ て 神 との

関係 に新 し く生 か され る 神 の 像で あ る。「神の 像」 とし て の キ リス トは キ リス ト

論的な 概念で あ るだ けで な く， 同時に 救済論的 な概念で もあ る 。 新約 聖書は そ

の こ とを 「御子 の 姿」 に よ っ て 表現 し ，
「神は 前 も っ て 知 っ て お られ た者 た ち

を ， 御子 の 姿に 似た もの に し よ うとあ らか じめ定 め られ ま した 。 それ は ， 御子

が 多 くの 兄弟 の 中で 長 子 とな られ る ため で す」 （ロ マ 8・29）と記し て い る 。
「御

子 の 姿」 に 似 た も の に され る こ とが 人 間の 救済 で あ る e そ の こ とは また 「新 し

い 人」に造 り変え られ る こ とを意味し
，
「造 り主 の 姿 に倣 う新 しい 人 を身 に 着 け ，

日々 新 た に され て ， 真 の 知 識 に達 する」 （コ ロ 3 ・10 ；エ フ ェ 4 ・24 も同趣 旨）

とも
’
言われ る 。 人 間は ， 聖 霊 を通 し て キ リス トに 結 ばれ る こ とで ， イエ ス

・キ

リス トに よ っ て 人間の 間 に実現 した 「神の 像」 に 参与 させ られ る L．そ れ が 罪 の

赦 し を通 し て 神 との 和解 に入 れ られ る こ とで あ り， 神 との 関係を回復 し ， 成就

す る こ とで あ る 。

　 「御子 の 姿に似 る」 こ とは ， 今 ， 現在の キ リス トに あ る新 し い 人 の あ り方で あ

るだ け で な く， 終 末に お け る完成 の 姿 で もあ る 。
「わた し た ちは 皆 ， 顔の 覆い を

除か れ て ， 鏡の よ うに 主 の 栄光 を 映 し 出し なが ら， 栄光か ら栄光 へ と ， 主 と同

じ 姿に 造 りか え られ て い きます ． こ れ は主 の 霊の 働 きに よ る こ とで す 」（ニ コ リ

3・18） と言 わ れ る 。
「御子 の 姿」 「主の 姿」 は 人間 が 神の 霊 に よ っ て そ こ に 結ば

れ ， それ へ と変え られ ， そ れ へ と完成 され ， 栄光を映 し 出 し な が ら ， 栄光 へ と

造 りか え られ る意味で ， 人 間の 終末論 的な 目的で もあ る 。 救 済論的か つ 終末 論

的な 「御子 の 姿」 とい う 「神 の 像」 の 概 念が 記 され て い るわ けで あ る 。

　 こ うして キ リス ト論的な らび に 救 済論 的な 「神 の 像」， す なわち 「神 の 像」 と

し て の キ リス トが ， 人 間論 的な 「神 の 像」， す な わ ち人 問が 「神の 似姿」 として

造 られ ， 実現 され ， 完成 され る こ とを もた らす。 キ リス トは 人 間 を救済し て 神

の 像 とす る神 の 像で あ り， 人 間は 神 の 像 で あ るキ リス トに よ っ て 神 の 像 と され

る神 の 像 で あ る 。 キ リス トは 「神の 像を構 成す る唯
一・

の 神の 像」 で あ る 。 これ

を 「神 と人間 との 関係」 の 用語 で 述べ る な らば ， 神 と人 間 との 関係 に も神 の 側
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か ら打 ち立 て る 「神 の 人 間に対す る関係 」 とそれ を受け る 「人 間の 神に 対す る

関係」 が あ る とい うこ とで あ る 。 キ リス トは 神 との 関係を破 る人 間の 罪を 克服

し ，
「神 の 人 間に対 す る関係」 を 実現す る 。 そ の こ とに よ っ て 「人 間の 神 との 関

係 」 が 回復 され る． 「神 の 像 を構成する 唯
一

の 神の 像」 は 「人間 の 神 との 関係」

を実現す る 「神の 人 間 との 関係」 で あ る 。

　 こ の こ とは 同 じ く 「神 の 像」 と言 っ て もキ リス ト論 的救 済論 的 な 神 の 像 は

「原像」 （Urbild）で あ り， あ る い は ただ 「神 の 像」 で ある だ けで な く， 同 時 に

「神ご 自身」 で あ る 「神 の 像 」 で あ る こ とを意味す る。 それ は位 格的一 致 （ウニ

オ ・ペ ル ゾナ ー リス ） に よ っ て 表現 され て い る通 りで あ る。 内 在的三 位
…

体に

根拠 を持ち ， 神 の 内な る永遠の 決意に よ っ て 神が 人 間 へ と向き， 働 き ， 語 る。

そ の 神 にお け る 「神 の 像」 の 「原像」 に よ っ て ，
厂模 像 」 （Abbild） として の 人

間 論 的な 「神 の 似 姿 」 が
， 人 間 へ と身 を 向 け る神 ， 働 きか け語 りか け る神 に

「応答」 す る 。 人 間は神に 「応答」 し ，
「対応 」 す る もの として 創造 され ， 救済

され ， 完成 され る 。

　上 記の よ うに
， キ リス トにお け る 「原 像 と し て の 神 の 像」 と ， 人間 にお け る

応答 ない し対 応 として 「模像 とし て の 神 の 像」 が 区別 され る 。 こ の 区別 か ら ，

創世 記 1章 26 節の 「神 の 像 」 に ま つ わ る疑 問 に も光が 投 じ られ る で あろ う。

「神 の 像 に従 っ て 」，
「ベ ツ ァ ル メ ヌ ー

」 （in　our 　image）とい う語 法は ，
「べ 」 （従

っ て ， に お い て ）を用 い る こ とで （創 1 ・26， 9 ・6）， 人 間が 「神 の 像」 そ の も

の とい うの で な く，
「神 の 像」 に 「従 っ て 」 造 られ た と繰 り返 し 語 っ て い る 。

「ベ ル ム ー
ト」 （in　the　likeness） （創 1 ・26， 5 ・1） も同様 で あ る。

「こ こ に は原

像 と模像の 区別 が含意 されて い る」
1°） と考 え られ る 。 人 間は 「神 の 像」 そ の も

の と言 われ て い る の で な く，
「神の 像」に従 っ て ， それ に 倣 っ て 造 られ た。 従 っ

て 人 間は神 の 「模像」 の 意味に お け る 「神 の 像 」 で あ る 。 た だし 「原像」 につ

い て の 明確 な規定が 祭司 資料に 見 られ るわ けで は な い 。 原像 とし て の 「神の 像」

に つ い て の よ り明確 な規定 は そ の 後 に探究 の 歩 み を 残 し た 。 例えば 「知恵」（［知

恵 の 書」 7・26）の 記述な ど にそ の 探究 の 経過 を窺 うこ とが で きる 。 こ の 問題 が

原像で あ る 「神 の 像」 として の イ エ ス ・キ リス トに よ っ て 解決 され る。
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　 も う一
つ の 問 題 は ，

「人 間 の 堕罪」 と 「神 の 像」 の 関係を ど う琿 解す るか とい

う問題 で あ る 。 E．ブル ン ナ
ー に よれ ば ， 神の 像 と罪をめ ぐる理 解の 混 乱 とし て

三 つ の こ とが あ る 。 罪人 に神 の 像 を認 めず ， 従 っ て 「人 間性 」 も認 め な くな る

の か とい うこ とが
一

つ 。第二 は罪人 を なお 人 間 とし て あ らし め て い る もの を 「神

の 像」 とは 分離 し て 考え るか
。 それ と も罪に よ る神 の 像の 喪 失を部分 的な もの

として ，
「罪の 真剣 さ」を疑 わ し くさせ るか とい う第 三 の 問題 もあ る ， とい う 11）。

こ の 混乱 を 回避 す る た め に ブル ン ナ ー は 「形 式的な神 の 像」 と 「実質 的な 神 の

像 」 を区別す るこ とを提案 し た 。 実質的 な神 の 像 は罪 に よっ て 失われ ， キ リス

トに お い て 回復す る 。 し か し形式 的な 神 の 像 は 罪人 に も残 り続 け る とい う。 形

式的な 神 の 像 とは ，
「主体 」 「人格 」 「自由」 で あ り， それ ゆえ 「責任 応答 的」 で

あ る こ とを意味す る と言 う。 ブル ン ナ
ー

の
一

貫 し た意 図は
，

「伝 道的神 学」を展

開す る こ とで あ っ た 。 彼 は そ れ を宣教 の 対象 を ど う理 解 す るか とい う視点 で 捉

え
， 宣教を受容す る 可能性 を 「接合点」 に よ っ て 語 り

，
「形式 的な 神の 像」 に そ

れ を 見出 した 。 し か しバ ル トに よれば ，
ブ ル ン ナ

ー
の 言 う 「形式」 の 中に は実

は ひ そ か に 「豊富 な内容」 が
，

つ ま り 「人 間が 神 に 向か い うる能力 」 が想 定 さ

れ て い る として
， 自然神学に な っ て い る点を指摘し た わけ で あ る 。 ブ ル ン ナ

ー

の 理 解に よ る形式 と実質の 区別 は ，
バ ル トに よれば 自然神学に な らざる を得な

くな る と批 判 され た こ とに な る。

　 「神の 像」つ ま り神 との 関係を原像 と模像の 区別か ら考え る とど うな るで あ ろ

うか 。 罪は 人 間の 神 との 関係を破壊す る。 しか し聖 書は 罪 に よ っ て 「神の 像」

が失わ れ た とは 明言 して い な い （創 5 ・1， 9 ・6，
コ リ

ー 11・7）。 人 間の 側 か ら

の 神 との 関係は 破壊 され た とし て も ， 神 の 側 か らの 人 間 との 関係 は 破壊 され な

い か らで ある。 人 間が 「神 の 似姿」 で あ る との 規定は ， 神の 側 か らの 関係に よ

っ て 残 る 。 そ して こ の 人 間の 規 定は ， キ リス トに お け る 「神 の 像」 へ の 参 与 に

よ っ て 実現 し ， そ の 規定の 目標で ある 「栄光」 （神 の 栄光で あ り ， それ へ の 人 間

の 参与 と し て の 人間 の 栄光） が終末 論的な希 望 とな る 。
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2．
「神 の似姿」 として の 人間

　人 問に お け る 「神 の 似姿」 は ， キ リス ト論的 ， 救済論 的な 「神 の 像」 に基づ

い て 神学的人 間論 に お い て 理 解 され る 。 「神 の 像」 とし て の イ エ ス
・キ リス ト

と ， 彼 に 結 ばれ る こ とに よ る人 間 に お け る 「神 の 似姿 」 の 実現 とか ら ，
「神 の 似

姿」 と して の 人間の 理解 は展 開 され る 。 こ の 関連 に お い て ， 創世 記に お け る創

造記 事の 意味 も解釈 され る こ とに な る 。
「神 の 似 姿」に 関わ る神学 的人 間学の 理

解の 主要 な特質を以
一
ドに 略述 し て み よ う。

　 
「神へ の対 応 」 と して の

「神 の似 姿 」

　 キ リス トに お け る 「神 の 像」と人 間の それ へ の 参 与か ら して
， 人 間に おけ る 「神

の 似姿」 とは 「神 との 関係」 で あ る 。 神 との 関係は 「神 が共 に お られ る」 とい

うこ とで あ り，
「神 との 交わ り」 と言 っ て も よい 。 こ の 神 との 関係 や 交 わ りに

は ， 救済論的な構造が あ る。 つ ま り神が キ リス トを派遣 し ， 聖霊 を注い で 人 間

をそ の 交わ りの 中に 招 く。 キ リス トの 贖罪 的犠牲 と聖霊 の 沖ぎな し に は こ の 交

わ りは成立 しな い 。 神 との 交わ りや 関係 は ， 父 な る神 の 意志 ， イ エ ス ・キ リス

トの 犠牲 ， 聖 霊 の 注 ぎ とい う，
二 位 体 の 神 の 働 き に よ っ て 可能 と され ， 人間

は そ の 神 との 交わ りに 招 き入 れ られ る 。 神 の 側 か らの 人 間へ の 関係 に 対 し ， 人

間 の 側か らの 神 へ の 関係が 「応答」 し ，
「対応」 す る G こ の 「応答」 「対応」 が

「神の 似姿」で あ る 。 神の 呼びか けに 応 え る こ とが
， 神に 似せ られ

， 御 子の 像に

参 与す る こ とで あ る 。 そ こ で 「神 の 似姿」 とは 「神 の 契約 の 相 手 」 で あ る こ と

とも表現 され る 。 人 間が神 の 「契約 の 相手 」とされ て い る こ とが 人 間に おけ る 「神

の 似姿」 で あ る 。

　 こ の こ とは ， 人 間存在の
一

部に つ い て で な く ， そ の 全体に 関わ る 。 身体を別

に し た 魂 や理 性 に だ け ， あ るい は 精神 に だ け 限 定 され た 応答が 求 め られ て い る

の で は ない 。 イ エ ス ・キ リス トの 理 性 や精神 だ けで な く， そ の す べ て が 「神の

像」 で あ る。 ま た形式 と実質を 区別 し て ， 実質の ない 形式的応 答に つ い て 語 る

こ と もで き な い 。 人 問 の 全 体 が 神 の 契約 の 相 手 と し て 神 に 応 答 す る。 それ が
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「神 の 似姿 」 とし て の 人 間で あ る。

　 「神 の 似 姿」 は ま た 地上 で 神を代表す る e そ の 意味で キ リス トこ そが 神 を表

す 「神 の 像 」 で あ る 。 しか し またキ リ ス トに 基づ き ， キ リス トに 参 与す る こ と

で ， 人 間 は 「神 の 似姿」 と して地 Eで 神 を代表す る こ とに参与す る 。
「神 との 関

係」 「神 との 交わ り」は神 へ の 対応 とし て こ の 世 に神 を 映 し出す 。 その 意 味で 神

へ の 対 応 は ， 神賛美 で あ り， 神礼 拝で あ る。 「神 の 似 姿」 と し て の 「神 へ の 応

答 」は礼 拝の 中に 端的 に現 われ る。 しか し もち ろん それ だ けで は な い 。
「神 の 似

姿」 は 人 間存在の 礼拝の 部分 で な く， 全体 に か か わ る 。 人 々 の 間で ， 他の 被造

物 との 関わ りに お い て 神へ の 応答 ・対応 は 現 わ れ る 。

　  人格性と社会性 と し て の 「神 の 似 姿」

　神へ の 対応は ， 他 の 人 間 との 関係や他 の 被造 物 との 関 係の 中に現 わ れ る 。 人

間は 孤立 した 存在 と し て 人間なの で は ない 。孤 立 し た単独 者 として 神 に対応 し ，

神 に 似 る こ とは で きない
。

つ ま り 「神の 似姿」 に は 関係を持つ 人 間 ， 社会的存

在 と して の 人 間が 本質 的に含 まれ て い る 。 神は ご 自身の 中に 関係 を持 ち ， 外 に

関係 を造 り出す お 方 で あ る 。 キ リス トは ご 自身を愛す るた め にで な く ， 他者 の

た め に ご 自身を与え るべ く到来 した。三 位
一

体の 神 とキ リス トの 像に よ っ て 「神

の 似 姿」 は 人 間 を関 係形 成的 ， 共 同体 形成 的 な 人 間 とし て 規定 し て い る 。

　創 世記 1章 27 節 に は 人 間 を創 造す る神に つ い て も ， ま た創造 され る人 間に つ

い て も単数 と複数 の 独 特な交替用 法に よ っ て 記述 され て い る 。 神 （単 数） は

「われ われ （複数）の 像 に お い て 」 「わ れ わ れ に似 せ て 」， 人 を創造 され た と言

う 。 人 （単数 ）を と言 い なが ら ，
「男 と女 に彼 らを創 造 され た」 と 言 う。 神 に お

け る単数 と複数の 交互 使用 は た だ ち に 三 位
一

体 論の 典拠 とは 言い 難い が
， それ

との 結 び つ きに 可能性 を残 し た 。 人間 の 単数 と複 数 の 交替 は ， 神 の 似 姿が 他 か

ら孤 立 し た個人 で は な く， 人 間仲 間 とし て の 人 間 ， 人間 と共に い る 人 間 ， 共 同

体 的な人 間として 創造 され た こ とを 意味す る 。 複数 とし て の 人 間 と単数 とし て

の 人 間 の 問題 は さ ら に究 明 され るべ き問題 を持 っ て い るで あ ろ う。
「神 の 似姿」

は 「関係を持 つ 人 間」 か ， そ れ と も 「人間 の 関係 」 そ の もの なの か n 社会性 を
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本質に す る人間が 「神の 似姿」 なの か
， それ とも 「人 間の 社 会」 が 「神の 似姿」

なの か とい う問題 が あ る 。
「人格的存在」 が 「神 の 似 姿」 な の か ， それ とも 「共

同体 」 が 「神 の似姿」 なの か e

　 マ ル テ ィ ン
・ブ ー バ ー

『我 と汝』 の 影響 も あ っ て ， 20世紀 の プ ロ テ ス タン ト

神学に は エ ー ミル
・ブル ン ナ

ー
や カ

ー
ル ・ハ イム な ど人 間の 「人格性」 に 「神

の 似姿」 を 見 る 傾向が 強 くあ っ た 。 しか し最近の 神 学の 中に は ， 例 えば ユ ル ゲ

ン ・モ ル トマ ン の よ うに 「社会的 な神 の 似姿」
12） を強調 す る傾 向が 現 われ て い

る 。 モ ル トマ ン は ， 唯
一

神教 と結び つ い て 個人 主義を強調 し た 西 洋人 間学 の
一

面性 は広 く災い を もた らし た と批判す る。 そ して 人 格主義もこ の 個人主義 の 中

に あ る もの と見 て い る 。 そ れは ，
「神 の 似姿」 を魂の 主 体性 の 中に 見 て

， 身体性

を軽視 し ， 性差を含む人 間の 交 わ りを軽視 し た と言 う。 そ こ で 「ギ リシ ャ 教父

た ちの 社会的 な神 の 似姿性 の 思想 」 に 戻 るべ きだ とモ ル トマ ン は 主張す る 。 従

っ て 「神 の 像」 は 「人 間の 交 わ り」 の 中に 見 られ る と彼 は考 え て い る。 モ ル ト

マ ン の 特 徴は 「神の 像」 を 「三 位
一

体 の 像 」 （imago　trinitatis） と し て認識 し ，

それ を 「人格 」 で な く，
「人 間 の 交わ り」 の 中に 見 る 点 に あ る 。 ア ウグス テ ィ ヌ

ス の よ うに三 位
一

体の 痕跡を個 とし て の 人 間の 中に 見 る の で な く， 人間の 交わ

り ・ 共 同体 が 「三 位
一

体の 像」 として 「神の 像」 だ と言 うの で あ る 。 こ の 「社

会 的な神 の 像」 の 強調 は ， 神 に お け る交わ りを強調 し た 「社会的 r 位 体 論」

と対応 し て い る 。 モ ル トマ ン に よれ ば ，
「神 の 交わ り」 は 「父 性 あ る い は御子性

を意味 して い る の で は な く， 内在的三 位
一

体の 交わ りを意味し て い る」
13）

。 し

か しそ れ に し て も彼 は ，
「三 位

一
体 の 像」 だけ を語 っ て ，

「キ リス トの 像」 を無

視 し て い る わけで は な い 。 モ ル トマ ン の 結 論的 な 文 章は ，
「神 の 像 とし て 人 間 た

ち は ， 御 子の 像 と似 た もの に され る こ とに よ っ て ， 全体的な三 位
一 体 の 像で あ

る」
／4） とい う文章で あ る 。 イ エ ス

・キ リス トが 「神 の 像」 で あ るか ぎ り， 他者

の た め に 存在す る 「人格的存在 」 を無視 して ，
「神 の 像」 を 「共 同体」 だけに解

消す る こ とは で きな い で あ ろ う。
「キ リス トの 像 」 に よ る 「神 の 像」 の 人 格性の

線 と ，
「三 位

一
体の 像」に よ る社会性 の 線 との 統合 に よ っ て 理解 し て い く道 を探

究す る以外 に ない で あ ろ う。
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　 モ ル トマ ン の 強調は 孤 立 的個 人主 義 の 批判 に 向け られ た 。 し か し ア ジ ア の 視

点を考慮し て 言 うと， 孤立 的個人主義 とともに ， また 個人 を埋 没 させ る非 人 格

的な集団主 義 も批判 され な けれ ば な らない 。
「キ リス トの 体」で あれ ば ， 各肢体

相 互 の 区別 と相彑 の 尊重が 不可欠 で あ る （コ リ
ー 12・14以 下）。 「神 の 似姿」 と

して の 交わ りは ， 他者の 他者性 に対 す る承 認 を含ん で い る 。 専制 的 あ るい は画

一
的な集団主 義 の 社会は 「偶像の 支配」 に よ る社会で あ っ て ，

「神 の 似 姿」 で は

ない 。 尊厳を持 っ た 人格 とし て の 他者の 存在を喪失 し た集団は 「神 の 似 姿」 で

は ない 。
「人格 」 とし て の 「神の 似姿」 の 理 解 を な お 維持す る の は ，バ ネン ベ ル

クで あ る 。 彼 は 「神 の 似姿性 の 思想 を現代 人 間学 の 用 語 に翻訳 し よ うとす る な

ら
， 人 間の 人格が

， 旧約聖書で 神の 似姿性 と言 われ て い る もの に も っ とも正確

に 対応す るで あろ う。

… …人格 と神 の 似姿性 の 間に は 単 に構 造 的な共 通 性 だ け

で な く， 精神 史的 な結びつ きもあ る こ とが 証 明 され る」
15） と語 る 。 こ の こ と と

バ ネン ベ ル クに お け る 「御子 の 御父か らの 自己区別 」 の 強調が 関係す るで あろ

う。
「神の 交わ り」 は こ の 「区別」 の 中で 語 られ る 。

「人 間は御子 の 像に ，
つ ま

り御 子 の 御父 か らの 自己 区別 に似 た もの に され な けれ ば な らない 。 そ の よ うに

し て 人 間は 御子 と御父 との 交わ りに 参与す るで あ ろ う」
16） と言 う。

「交わ り」

は それ を構成す る 「自己区別」 か ら認識 され るべ き との 主 張 で あ る。 モ ル トマ

ン とバ ネ ン ベ ル クで は 「交 わ り」 に お け る 「区別 」 に 関 して ， 従 っ て社 会 と人

格の 関係理解 に お い て ， 神学的思惟 方法か ら くる強調 の 相違が あ る。

　  歴 史性と して の 「神 の 似姿」

　 「神の 似姿」 と して の 人 間は従来 ， 創造 論に お い て の み扱われ て き た。 しか し

す で に述 べ て きた よ うに キ リス ト論 的な 「神 の 像」 の 理解 に基 づ い て 理 解す る

と， 創造論 とは 区別 され て
， キ リス トに お け る 「神 の 像」 へ の 参 与 に よ っ て 人

間が 神の 交わ りへ と入 れ られ る救済論的な 「神の 似姿」 が あ る。 さら に は 「御

子 の 姿 に 似 た もの 」 に され る こ とに よ る 「栄光」 とい う，
「神 の 似 姿1 の 終末 論

的な 目標 が あ る 。
「目標 とし て の 神の 像」

17） で あ る。 こ の よ うに し て 神 の 似 姿

につ い て ， 創 造 に おけ る 「人間の 規定」 を理 解 し ， キ リス ト論 的 ・救済論 的な
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「規定 の 実現」， そ し て 終末論的な 「規定の 目的」 を認識す る必 要が あ るで あ ろ

う。
「神の 似姿」 は そ の よ うに し て歴 史的 ，

つ ま り 「救 済史的」 に 理 解 され る。

人 間は 途上 に あ り， その 存在は 歴史的で あ る 。 こ の 人 間の 歴 史性 を 根本的に規

定 し て い る の は もち ろ ん 過去 か らの 規定 で は な い 。 また無前提 に未来 の 可能性

があ る とい うの で もな い
。 人 間を規 定して い る の は

， 現在に お け る人 間の 決 断

で は な く， 人 間の 決 断 を応答的な対応 として 成立 させ る神 の 恵 み の 意志決 定と

キ リス トに お け るそ の 実現 で あ る。 人間の 出発 は神 の 創造 に あ り ， 神 の 救 済が

そ の 実現 を もた ら し ， その 目的は神 の 国 にお け る神の 栄光に参 与す る人間の 栄

光に あ る
／8）

。 キ リス トに お け る 「神 の 像」 か ら見て ， 人 間は 「神の 似姿」 の 規

定 の も とに創造 され ， キ リス トの 犠牲 と勝利 に よ っ て 「神 の 似姿」 を実現 し ，

「新 し い 契約の 民 」 とされ ， 神の 国の 完成の 中で 「神 の 似 姿」 の 目的で あ る神の

栄光 に とも に あずか る 。

　  「神の 似姿」 と教会

　イ エ ス
・キ リス トに お け る神 の 人間 へ の 関係は ， 人間学的な妥当性 を持 っ て

い る 。 神は 独 り子 を 与 え る 中で キ リス ト者の み な らず 「世」 を愛 し ，
「神 の 似

姿」 は キ リス ト者だ け で な く， 人 間の 普遍 的な規定で あ る 。 しか し キ リス トに

お け る 「神の 像」 へ の 参 与 とし て の 「神 の 似姿」 の 実現 は ， 聖霊に よ り， 信仰

に よ る。 それ は 「新 し い 契約 の 民」 へ の 参 与で あ る． 「神の 似姿」 と 「契約」 に

は 不可 分 の 関係 が あ る 。
「神 の 似姿」は 神 の 契約相 手 と し て の 人間の 規定で あ る

が ， キ リス ト論 的 ， 救 済論 的な 「神の 像」 に よ る そ の 実現 は 「新 しい 契約の 民 」

の 形 を取 る。 「神の 似姿」の 実現は た だ ち に 「人 間学的 な普遍 性」 に お い て 展 開

され る の で は な い 。 キ リス トの 「神 の 像」 へ の 参与 に よ る 救済論的な 「神の 似

姿」 の 実現 は ， 契約共 同体 として の 教会 とキ リス ト者 とし て の 存在を取 る 。 イ

エ ス ・ キ リス トは あらゆる人問に とっ て 本質的で あ り
， 神 の 契約相手 で あ る と

の 人 間存在 の 規定 は あ らゆ る人間 に 当て は まる 。 しか し 人 間 の 普遍 的な契約関

係の 実現 の た め に は
，

それ に 先立 っ て 召 され た特 別 な契約 の 民が 必 要 と され て

い る 。 キ リス ト論 と人間論の 間に は ， 救 済論が あ るだけ で な く， 契約共 同体 と
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して の 教会論 が あ る 。神 学的 な普遍概念 の 成立 は
，
こ の 契約 共 同体を基 盤 と し ，

契約 共同体は 普遍 的人類の 祝福の た め に あ る 。
つ ま り神 学的人 間論 は ， キ リス

ト論や救済論 に基づ くだ けで な く， 契約共 同体 とし て の 教会論 と結合す る 。 契

約 的な人 間論 は また教会 的な人 間 論で あ る。

3．
「神の 似姿」 と して の 人間論 の 倫理的意義

　 「神 の 像」 をめ ぐ る教義学的人 間論 の 認識 は ， 倫理 的な 関連 に お い て 重大 な意

義を発 揮す る。 人 間は 「神 の 似 姿」 と し て 真 に 人 聞で あ り，
「神の 人 間へ の 関

係」 に 「対応 」 す る こ とで 人 間で あ る こ とは ， 人 問の 倫 理 の すべ て に決定 的な

影響 を与 え る で あ ろ う。 し か し こ こ で は 特 に 「神 の 似 姿」 と特別 関 連 の 深 い

「人 間の 尊厳」 「共 同体 と人格 の 理解 」 「統 治の 質」 「契約 的遺産」 に つ い て 言及

し て お く。

　  人間の 尊厳

　人間 の 尊厳 は ， 人 格 とし て の 人 間の 尊厳で あ り ， そ こ に は人命 の 尊貴 が 含 ま

れ て い る 。 生命倫理 の 中で 人 命の 尊貴の 根 拠 を示 す こ とは今 日の 真 剣 な課題 で

あ る 。 現代の 生命倫理が通常原則 として い る 「人 間の 自己決定権」 や 「功利 主

義の 倫理 」 に よ っ て は 人 命の 尊貴を十分決 定的 に 語 る こ とは で きな い 。 それ で

も世俗 的な生 命倫理 が 人 間の 尊厳や人命尊重 を語 ろ うとす るの は ， 宗教 的な残

滓 とも考え られ る 。 しか し人 間の 尊厳は 今 日 ， 残滓 で 片付 く事柄 で は ない 。 創

世 記 9 章 6 節 には 「人 の 血 を流す者は ， 人 に よ っ て 自分 の 血 を流 され る 。 人 は

神 に か た ど っ て 造 られ た か ら だ」 とあ る。 人 間の 尊厳 の 根 拠 とし て 「神の 似姿」

として の 人 間の 規定が あ る 。
「神 の 似姿 」は こ の 観点で は 身体 と区別 され た 「魂」

や 「主体」 に つ い て 言われ て い るの で は な い 。 生命体 で あ る人 間の 全体的存在

が 「神 の 似姿」 で あ る。 こ れ に よ っ て 人 間は
， 他者の 自由に よ っ て 処分 され る

もの で は ない が ， ま た 自己 決定 に よ っ て 処 分 され る もの で もない 。 人 間 の 尊厳

は ， 人 命 と人格 の 根拠 が 自他 の 人間の 処分や 処理 の 権限範圏を越 えて ， も っ と

深い 根 源 ， 神 的な 関係 に 根 ざ し て い る こ とに よ る 。
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　人 間の 尊厳は ， た だ人間が 神の 被造物で あ る こ とに根拠が あるだ けで は ない
。

被造物 の 中で も ， た だ 人間の み に語 り得る神 との 関係規定が あ る 。 それ が 「神

の 似姿」で あ る。他 の 被造物 を別 に し て ， た だ人 間 の み が 「神 の 似姿」 で あ る。

もちろ ん神 に よ る被造 性か ら くる被造物
一

般の 権利 もあ る 。 す べ て の 被造物 に

つ い て 神 の 被 造物 とし て の 権利や存在理 由が 承 認 され る べ きで あろ う。 すべ て

造 られ た もの は ， 神 の 被造物 とし て 尊重 され な けれ ばな らない 。 ア シ ジ の フ ラ

ン チ ェ ス コ の 「太 陽 の 賛歌」 は こ の こ とを よ く示 し て い る。 しか し 人命や人 格

の 尊厳 は ，
「神 の 似姿」の 中に そ の 特別 な 根拠 を持 っ て い る。 つ ま り人 間の 尊 厳

は
， 神の 被造物で あ る上 で

，
な お 特別 な神 との 関係 に根拠 を持 っ て い る。神 が

イ エ ス ・キ リス トに お い て ご 自身 の 犠牲 を払 われ て ， 人 間 との 特別 な関係を実

現 され た 。 神の 人 間へ の 関係 が 人 間の 中に 神 へ の 関係 を 造 りだ す。 こ の 神 の 姿

勢の 中に 人 間の 尊厳が あ る 。 従 っ て
， 人 命尊重 の 根拠 を例 えば 生 命 あ る もの

一

般 の 「生 命 の 流れ 」 か ら説明す る こ とは不 十分で あ る e 確か に ， 人 間は被造物

として 他 の 被造物 の 生 命 と共 通 の 被造性 に もあ る 。 それ ゆ え小 動物 の 生命 を殺

傷す る こ とに異 常な興奮を覚え るネク V フ ィ ラ ス な （死 を愛好す る）人は ， 容

易に 人命 を も殺傷す る傾 向に陥 るで あ ろ う。 逆 に バ イオ フ ィ ラス な （命 を愛 好

す る）人 で あれ ば
， 人命 だ けで な く， 動植物の 命を も尊ぶ 。 生 命は被造物 に お

い て 繋 が っ て い る面が あ るか らで あ る。 し か し人命の 不 可侵性は 「生命の 流れ 」

以 上 の 根拠か らきて い る 。 人命 を殺傷 す る者は神 に 対 し て 特別 な仕方で悪 をな

す。 「神の 似姿」 が 人 命の 不 可侵 性 の 理 由を 語 っ て い る
19）．

　  「神の 似 姿」 に よる人格 的共同体

　 「神の 似姿」は神 との 関係に根拠 を も っ た個人 の 尊厳 を 明 らか に し た。 しか し

神 との 関係に根拠 を持 っ た個人 は ， 他 か ら孤立 した 個人 で は な い
。 キ リス トは

他 者の た め に ご 自身を捧げ る こ とで 「神 の 像」 で あ り， その 到 来は 人 問 と他の

被 造物 の 救い の た め で あ っ た 。 そ の こ とは
， 神 ご 自身が 孤 立者 で な い こ とを啓

示 し て い る 。 キ リス トに結ばれ る人間は ， キ リス トに よ っ て 兄 弟姉妹 と結 ばれ ，

神 の 子 と され る こ とで ， 他 の 被造物 との 関 係 も回復 され る 。
「神 の 似姿」 とし て
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の 人間は ， 他者 とともに共同体に 生 き ， すべ て の 被造物 と ともに神の 世界に生

き る人 間で あ る ．
「神 の 似姿」 は 神 へ の 対 応 に よ っ て ， 他者 関係的 ， 世 界関係 的

な人 間で あ る。 そ の 意味 で 「神の 似姿」 は 共 同体形成的 な概念 で あ る 。

　 モ ル トマ ン はすで に 述べ た よ うに ，
「三 位

一
体の 像」 に つ い て 語 り， 人 間の 共

同体が 「神の 像」 で あ る と語 っ た ， また ，

ユ ン ゲ ル は 「神 の 似 姿」 の 視点 か ら

「独 我 論」 （ソ リプ シ ズ ム ） を批判 し た 。 い ずれ も 「神 の 似姿」 の 社 会 的 ， 共 同

体的性格 を 強調 し て い る 。 し か し 人格 と共同体 は二 者択
一

に 考 え る べ き もの で

は な い で あ ろ う。「神 の 像 」の 社会性 は 人格 性 と相互 排 除の 関係 に は な い 。 入 間

の 共 同体 は人 格 の 尊厳 を不 可欠な 契機 と して い る。 そ こ で は 他者 の 尊厳 の 感 覚

が 不可欠 で あ る G
「神 の 似姿」 に お い て ， 汝 は 本 来 「神 の 汝 」 で あ っ て ， た だ も

っ ぱ ら 「我 の 汝 」 に 尽 くされ る こ とは ない 。 我 もま た 「神 の 我」 と し て あ り，

た だ 人 間的な汝に 対 す る我 ，
「汝 の 我」 に解消 され ない 。 さらに 人 間の 共 同体 は

我 と汝の 相互 作用 に よ っ て は尽 くされ な い 。
「神 の 似姿」 に よ る共 同体だ か らで

あ る 。 他者存在 の 深 み は 人 格 の 秘義 として ， また そ の 人 の 自由の 秘義 として ，

神 が その 人 と持 つ 関係の 中に 根拠 を持 っ て い る ． 汝 の 神が また 我の 神で もあ る

こ とは ， 我 と汝 の 問 に あ る差異 の 深 み と と もに ， そ の 差異 を 含む 共 同体 を形 成

させ る根拠で もあ る。 「神の 似姿」 は 「他者感覚」 を も っ た共 同体 を成 り立 たせ

る 。

　従 っ て ， 独 我論 は 個人主 義的 な形態 の そ れ が 回避 され るべ きで あ るが ， 同時

に 民 族主義的 ， 集団主義的な形 態の
， 他者感覚 を抑圧 し た独 我論 も克服 され な

け れば な らない 。 共 同体の 内 と外の 両方に あ る他者の 尊厳を理 解 し なけれ ば な

らない 。 現代の 国際社会に お い て は ， 他者が お かれ て い る状 況や他 者が 抱 く不

安 ， そ して 他者の 対応 の 現 実 と ・∫能性 を 理 解す る 「知 的 な 隣人 愛」， さ ら に は危

機 状況 に お け る 「知 的な愛敵」 （フ ォ ン
・ワ イツ ゼ ソ カー

の 言い 表 わ し）が 必 要

で あ る。 「神 の 似姿」 は そ うし た 「隣人愛 」 「敵 へ の 愛」 の 基盤 で もあ る 。

  「神の 似 姿」 の デ モ クラシ ー とエ コ ロ ジー

「神 の 似 姿」 とし て 人 間は 神 に 人格 的に 応答 し ， 社会 的 に 対 応 し つ つ ，神 を 表
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現す る 。 イ エ ス ・キ リス トが 「神の 像」 として 地上 に 神 を代表 し た ゆえに ， 人

間は 「キ リス トの 像」 に結ばれて 神 に応答 し つ つ
， 他 の 人 々 に 対 し ， ま た他 の

被造物 に対 して 神を代表す る 。 こ の こ とは ，神 が 「主」 で あ る こ とに対応 し て ，

「主 な る神」 を表す こ とで あ る n こ の 世 に お い て 神 へ の 対応 とし て 「神 の 主権

性」 を 表現す る。 「神 の 似姿」 は こ うし て 「主 」 で あ る こ とや ，
「統治」 とも関

係す る。 こ の 点 を 「神 の 似姿」 に よ る 「統 治」 の 人 間社会 に お け る ， また 他 の

被造物 との 関係 に お け る意義 と し て 指摘 し た い 。

　 「神 の 似 姿」 に よ る 「統 治」 は ， キ リス トに お け る 「神の 像」 が そ うで あ る よ

うに
， 仕 え る こ とに よ る関係 の 樹 立 で あ る。 キ リス トは 贖罪 的 な犠牲 に よ っ て ，

そ の 弟子 た ちに 神 の 国の 「使者 の 務 め」 （コ リニ 5・20）を与えた 。 「神の 似姿」

で あ る こ とは ， 人 間を 「王 」 とは し ない 。 ま こ との 王 の 「使者 の 務め」 を負 わ

せ る 。 古代 イ ス ラ エ ル の 宗 教 史的周辺 状況 ， 特 に エ ジ プ トに お い て は 「王 」 が

「神の 像」 で あ っ た 。 し か し イ ス ラ エ ル の 伝 統で は神 ご 自身が 「王」 で あ り， 地

上 の 王 で は な く人 間 が 「神 の 似 姿」 で あ る 。
「神 の 似姿 は 『デ モ ク ラ シ ー化 』さ

れ て い る」
2  ［、 もち ろん 「神の 似 姿」 とし て の 人 間の 理 解が 社会的な らび に 政

治 的 なデ モ クラシ
ー

へ と結実す るの は ， 他 の 文 化 的社 会的要 因 を加 えて
， それ

な りの 歴 史的経過 を と っ た 17世 紀以来の こ とで あ る。 し か し 「地上 の 王 」で は

な く 「人 間」 が 「神 の 似姿」 で あ る とい う，
こ の イ ス ラ エ ル 的 ，

キ リス ト教 的

な人 間理解 が そ の 契機 として 作 用 し なけれ ば な らなか っ た 。 神 に対応す る統治

は
，

キ リス トご 自身が仕 え た よ うに神 に仕 え ， 人 に仕 え る。神 に対 応 し て 仕え

る こ とは誰 の 前 に も卑屈に 平伏す る こ と とは 異 な る。 神へ の 対 応の 中に理 由を

持 っ て 堂 々 と仕 え る こ とで あ る 。 こ の こ と と人 間の 身体的形態 に お ける直立 や

直 立歩行 とを結 び 付 けて 理解 され る こ とが あ る。「神 の 似姿」を直立 的な身体的

形態 に 見 る見方 で あ る
21）

。 直立 して い る者 が 腰 をか が め て 謙遜 に仕 え る こ とが

で き る 。 人 間が 「神 の 似 姿」 で あ る こ とは ， 人 間の 勇気 と謙遜の 根拠で あ る と

され る 。

　創世記 1章 28節は 「神の 似姿」 に よる人 間の 創造 の 直後 「地を従わせ よ 。 海

の 魚 ， 空の 鳥 ， 地 の 上 を這 う生 き物 を支配せ よ 」 と言 われ る 。
「神 の 似姿」 とし
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て の 人間は ， 神に応 答的 に対応 し ， 被造物の 中に 「神の 統 治」 を代表 し な け れ

ばな らない 。 こ の 「統治」 と人間の 「直立歩行」 との 関係 も再 度示唆す る こ と

が で き るで あろ う。 直立 歩行 に よ っ て ， 人 間の 両 の 手 は 空 く 。 そ の こ とは ， 他

の 生 き物に対す る支配 を可能 とす る 。 しか し 同時に人 間は 直立 歩行 に よ っ て 「上

を見 あげ る」 こ とも示 唆 され る べ きで あ ろ う。 「神の 似姿」 に よる世 の 統治 は ，

神 へ の 対 応 に お い て な され なければ な らな い 。 人間 の 世 に あ っ て の 「統 治」 の

働 きか ら ， しば しば 白然に対 する人 間の 「占有」 「収奪」 「破壊」 を根拠 付け る

こ とが で き る と指摘 され る こ とが あ っ た。 し か し そ れ は ，
「神 の 似 姿」の 筋道 に

即 し て は不可 能な こ とで あ る。 エ コ ロ ジ カル な 危機 に 対す る キ リ ス ト教 的人 間

理 解 に 対す る 責任 追及 は ，
「神の 似姿」 の 誤解 の 中に 見出 され る として も ， その

真 の 理解 に よ っ て 基 礎づ け る こ とは で きない 。 む し ろ 「神 の似姿」 の 正 し い 理

解か らは ， 自然の 「破壊」 「収奪」 「占有」 に 対 し て ， 事柄 の 筋道に即 して 反 証

が 挙 げ られ 得 る 。 人 間の 自然統治は ， 神の 支 配 に服 し ， 対応 し なけれ ば な らな

い 。 そ の 意 味で キ リス トに お け る 「神 の 像」 に従 っ た 「神 の 似姿」 とし て の 人

間は
， 地 を耕 し

， 樹 木 を守 る 「園丁 」 で あ り， 生 け る物 の 「羊飼い 」 で あ る。

そ の よ うな もの とし て 神 の 被造物の 世界に お い て ， 人 間は神 に対応す る責任 的

位置 に 置か れ て い る 。 世 を従 え ， 治 め ， 管理 す る こ とに よ っ て ，
「神 の 支配1 に

対 応 し ， 神 を代表 し な けれ ば な らない 。 そ れ は エ コ ロ ジ カル な 諸 問題 と責任的

に 取 り組む こ とを要 求す るで あ ろ う。

　  「神の 似姿」 と 「契約」

　「神 の 似姿」の 倫理 的意義 とし て 挙 げな けれ ば な らない の は ， すで に既 述 し た

内容 と も重複す るが
， 種 々 の 契約共 同体 の 基盤 を なす とい う事態 で ある ． 人 間

が 「神 の 像」 に従 っ て造 られ ， キ リス トの 自己 犠牲 が そ の た め に 払われ て い る

とい う確 信は ， 人間 の 尊厳 の 根拠 とな る 。 人 間の 尊厳に は既 述 した人命 の 尊厳

人格 や自由の 秘義が 含 まれ て い るが ， それ だ けで な く同時 に ， 公 共 の 権利 の 剥

奪 に よ っ て 侵 され て は な らない 尊厳 も含まれ て い る。 単純 に 言 っ て ， 人 間は そ

の 尊厳 の ゆえ に ， 正 義の 秩序や 共 通 の 善の た め に 議論す る機会 を奪われ て は な
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らな い 。 こ の こ とを ，
マ ッ クス ・ス タ ッ ク ハ ウス は 「契約 的遺産」 （covenantal

heritage） とい う用語 で 語 る。彼 に よ る と 「契約 的遺産 」 が 形作 っ て きた 種 々 の

共 同体 や制度が あ る。 「近代的な結婚 の 形態や教会 生活」が そ うで あ るが ， それ

だ けで は ない 。
「憲 法 に よるデ モ ク ラシ ー

， 近代 的企業体 ， さま ざま な人 権の 主

張 もまた 」
22） そ うで あ る。 こ うした 「契約 的遺 産」 の 基盤 に は 「神の 似姿」 に

よる人 間 の 尊厳が あ る とス タ ッ ク ハ ウス は 言 う。
「契約」 （カヴ ェ ナ ン ト） を個

人 主義的な コ ン トラ ク トと区別 し て 理 解 し ， そ の 現代的な意味 に注 日す る こ と

は ， 現 代にお け る家族 の 再建 ， その 他諸共 同体の 再建 に と っ て 有意義 な こ とで

あ る 。 そ して それ らの 人間学的基盤 として 「神の 似姿」 に よ る人 間理解 の 意義

が あ る。 「契約 」 概 念 とその 意味 に 注 目し た 社会倫理 は ま た ，
「神 の 似姿」 の 社

会倫理 とい うこ とに な る で あ ろ う。

　 「契約的遺産」は 近代 に お け る共 1司体の 中に広 く認識 され る 。
ス タ ッ ク ハ ウス

か らの 引用 文 に は 挙 げ られ て い ない が ， 各種 の ヴ ォ ラ ン タ リー ・ア ソシ エ
ー

シ

ョ ン が 挙 げ られ るべ きで あろ う。 しか しそれ に し て も，
「契約 」 （カ ヴ ェ ナ ン ト）

の 根 底 に あ る 「神 の 似 姿」 を 自覚 的 に 保 持 す る 契 約 共 同体 は
， 何 と言 っ て も

「新 し い 契約 の 民 」 として の 教会で あ る 。 教 会は 特別 な契約共 同体 として 「契約

的遺 産」 を保持 し
， 現代に活性化 させ る 。 それ が で きる の は教会の みで あ る。

それ な し に は 「契約 的遺産 」の 宗教 的な生命 は 持続 しない 。 教 会 は 「神の 似 姿」

に よ っ て
，

「契約 相手 」 として の 人 間理 解 を社会の 中に吹 き込み ， キ リス トに よ

る 「神の 似姿」 の 実現 を伝えて ，
「契約的遺 産」 の 支持基盤 で あ り続ける 。 こ う

し て 「神 の 似 姿」 の 倫理 的意義が 発 揮 され るた め に は ， それ を さ さえ る 宗教 的

な契約共 同体の 生 活 ， 特 に礼拝 と伝道 の 生 活が な けれ ばな らない
。 そ うで な け

れ ば ，
「神 の 似姿」 の 意義を主張 して も ， 結局 の とこ ろ ， 倫琿 主義化 に 陥 っ て い

くで あ ろ う。
「神 の 似 姿」 の 人 間論が 持 っ て い る倫理 的意義 は ，三 位 一体論 ， キ

リス ト論 ， そ し て 救 済論か らの 根拠づ け を もっ て は じ め て 語 られ る もの で あ る

が
， 同時に 「新 し い 契約の 民」 とし て の 教会の 生活 とい う基盤 か ら離れ て語 ら

れ る こ とは で きな い 。 もし教会生 活か ら乖離すれ ば ， 根源 との 接続 を失 っ て ，

そ の 倫理 的意義 も結局は 残滓 として 語 られ るの み で ， 弱体化す るほ か は な い で
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あ ろ う。 （こ ん ど う ・か つ ひ ご ）
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