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ヤ ス パ ー ス とイエ ス 解釈の 諸相

石浜弘道

　イ エ ス は 、 神 との
一

体化 を 体得 しそ れ を 実行 した歴 史上 の 人 物の 中で 、 後世

へ の 影響力、 汲 め ど も尽 きな い 多様 な解 釈 、 そ の 信 念 を 全人 的 に 貫 い た 点 で 他

を抜 きん 出 る存在 と言われ て い る 。
こ の 神的 な存在 イ エ ス に 対 して カ ー ル ・ ヤ

ス パ ー ス は 、 そ の 哲学 一E の 方法論 で あ る 暗号論か ら独自な解釈 （解読） を行 っ

て い る
。 そ こ で 彼の 実存的見地 か らの 解釈に 直接間接に 関係 した 3人 の 思想家

（イ マ ヌ エ ノL・　 ・カ ン ト、 パ ウ ル ・ テ ィ リ ・ ヒ
、

カ ー ル ・バ ル の の イ エ ス 解釈 と対 比 す

る こ とで 、 彼の イ エ ス 解釈 の 独創性 とそ の 深 さを 捉 え、 イ エ ス の 本質 に迫 りた

い
。

1
、 道徳的イエ ス 論　　カ ン ト

　カ γ トの イ エ ス に つ い て の 論述 は 『宗教論』 第二 編 1

「

人間支配を め ぐる 善原

理 と悪原理 の 戦い 」 に お い て なされ て い る 。 そ こ で は 主 に 、 理性 へ の 宗教 の 還
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 fT

元、 そ し て 理性 と聖書 との
一

致 とい う確信 の も とに 、 聖 書に 伝承 され て きた イ

エ ス ・ キ リ ス ト に 対 し て 理 性 （道徳 ）的解釈 が 試 み られ て い る 。 ま ず カ ン トは

伝統的 に 、 「こ の 唯
一

の 神 の 意 に 適 う人 間 は 、 永遠か ら神 の 内 に あ る 。 こ の 人

間 の 理 念 は 神 の 本質 か ら発 す る 。 そ の 限 りで こ の 者は け っ して 被造物で は な く、

神の
一

人子」 と述べ 、 ヨ ハ ネ福 音書 の プ ロ ロ ー グ に 基づ く神の 独 り子 、 その 神

的存 在 と し て の イ エ ス 論 を紹介 し つ つ 、 さ らに イ エ ス を 「世界 を神の 御心 に 適

う対 象 と な し、 創造 の 目的 とな し うる唯
一

の もの は 、 全 き道徳的完全性 に ある

人 間性 で あ る 」 と 語 り、
「道徳的 完全性 に あ る人 間性」 とい う道徳的理 念 に イ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 l2

エ ス を対応 させ て い る 。

　カ ン トは こ の 道徳的解釈 を敷衍 して
、 イ エ ス は 、 「全 き善 1、 「善 の 体現者」、

「善原理 の 体現化 され た理 念」 と し て 、
い か な る悪 を も含 まず、 い か な る悪 の
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攻 撃 に も打ち 勝つ 者 で あ る こ とを示す 。

一
方 、 カ ン トは 同第

一
篇で 根本悪 を語

る 。 そ れ は 人 問 の 本 性 に 食い 込 み 格率 の 根底 を 腐 らせ る不 可 解な悪の 原理 で あ

り、 心 術 の 再 転倒 に よ る 善原理 回復に もか か わ らず なお 人問 に 迫 り くる もの で

ある 。 彼の 自律の 哲学 は 根本悪 を前 に 崩れ 去 る か の ご と くで あ る 。

　 カ ン トは こ こ に イ エ ス を登 場 させ 、 そ の 徹底 した 道徳的 な働 ぎの うち に
、

こ

の 困 難 を乗 り越え よ う とす る 。 悪原理 に 対 して 、 「た だ イ エ ス に よ っ て
、 彼の

心 術 を採用 す る こ とに よ っ て の み 、 私 た ち は 神の 子 とな る こ とを希望する こ と

　 　 　 ゆ

が で きる」 と して 、 イ エ ス に よ る善 の 救済の 可能を示 す 。

　カ ン トは 第
一

に 、 こ の よ うな イ エ ス の 具体 的 な姿 ・働 き を次 の よ うに 述べ て

い る 。
「そ の 人 間 は

一 切 の 人間義務 を 自 ら遂 行 し 、 同 時 に 教 え と実 例 と に よ っ

て 善 を 自己 の 周 囲に で き
『
る か ぎり広範 囲に 拡 め る だ け で な く、 さ らに た とえ大

きな誘惑 が ある と し て も、 最 も恥 ず べ き死 に 至 る まで
一

切 の 苦悩を世 界の 最善
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ／4，

の た め に 、 彼 の 敵 に 代 っ て す ら も引 き受 ける 覚 悟 が あ る とい っ た 人 間 で あ る 」。

つ ま り、 「義務 の 遂行者 と し て の イ エ ス 」、 「善原理 の 実現者 と して の イ エ ス 」、

「道徳 的 な贖 罪者 と し て の イ エ ス 」 が カ ン トの 捉 えた イ エ ス で あ る。 そ れ は 私

た ち に と りまね び （模 倣） とな る 道徳的な模 範 と して の イ エ ス で あ る 。

　カ ン トは 第二 に 、
イ エ ス は 「実践的関連の 上 で そ の 実在性 を完 全 に 私た ち 自

身の うち に 持 っ て い る 。 なぜ な ら こ の 理 念は 私 た ち の 道徳的 に 立 法す る理 性 の

うち に 存す るか らで あ る 」。 そ こ で イ エ ス を
冖
私 た ち の 模範 （Vorbild） とす る に

は な ん ら経験 の 実例 を必 要 と し な い 、 こ の 理念 は そ う した 模範 と し て す で に 私

た ち の 理 性 の うち に 存す る か らで あ る」 と述 べ
、 私た ち に と り イ エ ス は 具体的

に 実 践 の 対 象 岐 的 イ エ ス ） と して 実在す る とい うあ る種 の 理 神論 的解釈 か ら 、

さ ら に カ ン トは 、理 性 内に 働 く理 念 と して そ の 自律性 を損 うこ とな く実践 卞 体

との 関係に あ る とい う独 自な解釈 を と る 。

　 こ う して
、
1理性 が 私 に 、 こ の 存在者 は 私 を ま さ し くそ う した 道徳性 の 段 階

に ま で 高め る た め に 模範 と して 役立つ べ きで あ り 、 私の 内に 彼 の よ うに な り う

る素質が 見い だ され る べ きで ある と語 る と きは 、 こ の こ とは 私 の 魂 を鼓 舞 し高
　 　 　 　 　 　 　 ゆ

揚 させ る の で あ る」。 イ エ ス は 理 性 の 限 界内で 道 徳的 自律 を 鼓舞す る 二 重 の 働
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 17 ｝

きを す る存在 と し て 実践的信仰 の 立場 で 解釈 され る 。
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　イ エ ス の 二 重 の 働きとは 、 第
一

に イ エ ス は 私た ち に 義務 と して の 道徳的努 力

の 目標 と し て 理 性 に よ っ て 突 きつ け られ て い る、 つ ま り理 性 に よ る 道徳的精進
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・s
の 目標 と し て 、 歴 史的実在 と して の 道 徳的 に 完全 な イエ ス で あ る 。 第二 に 理 念

イ エ ス は 「義務 へ 向 う力 を与 え る」、
こ の 理 念は 私た ち に その よ うな 努 力を起

させ る 動力 と し て 働 く。
つ ま り義務 に よる 道 徳 的精進 を 可能 とす る 力 を私た ち

に ケえ 導 くとい う、 単 な る 目標 に つ きない
、 私た ち の 内面 よ り私た ち の 道徳的

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9

努力を補い 促す とい うイ エ ス の 働 きで あ る 。

　こ の よ うに カ ン トの イ エ ス 解釈 は 道 徳的 、
つ ま り人間的 で あ る 。

こ れ に 対 し

て さ らに 神的側面 を も重視 した の が キ リ ス ト教神学者 テ ィ リ ッ ヒ で ある 。

2、 象徴的イ エ ス 論　　テ ィ リッ ヒ

　テ ィ リ ソ ヒ 神学 の 主 要 な特徴 は 、 彼 の 神学 の 方 法論 に 象徴的解釈を導 入 した
　 　 　 　 Cln］

こ とで あ る 。

　象徴 とは 、感 覚 な どで 直接知覚で きない もの をなん らか の 類似物に よ る 具象

化に よ っ て 表す もの で ある 。 さ らに それ は、 象徴その もの （象徴す る もの
、

つ ま

り媒介と な る もの ） と、 そ の 象徴 が あ らわ す意味 内 容 像 微さ れ る もの ） との 関 係

と し て も考 え られて きた 。
こ の 象徴され る もの 、 特 に 感覚を 超 えた 世 界 は 宗教

で は 神的存在 が そ の 対象 とな る 。 そ こ で 超越的 な世界 に 働 く神人 イ エ ス を テ ィ

リ ッ ヒ は 象微 か ら どの よ うに 解釈 した か を み よ う。

　新約 聖書 に お け る イ エ ス の 象徴 は 特 に 「メ シ ア 」 な い し 「キ リ ス ト」 で あ
11 エ

リ、 そ の 解 釈は 信仰的深 ま りに 沿 っ て 4つ の 段階が ある 。

　第
一

段 で は 、 象微 が宗教 的文化の 中で 成立 した 。
メ シ ア す なわ ち 「油注がれ

た もの 」 は 工 、 敵 を征服 し平和 と正 義を樹立 す る王 で あ る とい う社会的 ・ 政 治
　 　 　 　 　 　 　 　 　 CIz ／

的制度か らの 解釈 で あ る 。

　第二 段 で は 、 象徴は 実存的克服 へ の 問 い の 答 え と し て 働 く。 「実存 に お げ る

人間 の 苦境 （predicamen［） の 経 験 で あ る。 現実の 世 は 、 個 人 ・社会 ・自然 を 含

むそ の 全体 に お い て 倒錯 して い る」。
こ こ で は メ シ ア が 「苫難 ・ 苦悩 か らの 解

放者」 で あ る とい う面 が 現れ て くる 。

　第三 段 で は 、 象 徴 が キ リス ト教 の 基礎 とな る 出来事の 解釈に 用 い られ る 。
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「キ リス ト教 に よ る こ れ ら
一 連 の 象徴 の 受 容お よ び変革 で あ る。 新 しい 世 を も

た らす は ず の メ シ ア が 旧 い 世 の 勢力 に 打 ち 負か され る 。
メ シ ア の ト字架上 の 敗

北 は メ ン ア 象徴 の 最 も根本的 な変 革」 で あ る。 イ エ ス の 「十宇架で の 刑 死 と復

活に よ る そ の 克服」 に メ シ ア の 働 きの 最深 の 次元 が 示 されて い る 。

　第 四段 で は 、 象徴が 通俗的迷 信 に よ っ て 歪 曲され る。
「〈キ リ ス ト〉 の 称 号が

固有名詞 の
一

部 に な り、 〈キ リス ト〉 は 自 ら進 ん で 犠牲 と な る こ とに よ っ て
、

神を 信 じる人 々 を 救 うこ とを 得させ る超 自然 力を持つ 個人 とな る 一 とい う直解
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ，1ひ

主 義的合理 主義 的 な象徴解 釈で あ る 。

　テ ィ リ ッ ヒ に と っ て メ シ ア の 象徴解釈 の 中心 は 第二 第三 の 解釈 で あ る 。
こ こ

に 彼の 象微解釈 の 中心 テ ー マ
、 勝利と 敗北 の メ シ ア が 明 らか に され る 。

こ の 点

を彼 は く新 し ぎ存在〉 とい う視点 よ り語 る 。

　〈新 し き存在 （New 　Being）〉 は 「有限性 の 限界 内 で 人 間的 苦境 克服 の た め さ ま
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ／1−x

ざ ま に 現れ る 神 的 力 で あ る」。
「キ リス ト とは く新 し き存在 〉 の 最終的 発現 の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 iil

担 い 手 に 対 して キ リス ト教 が あて は め た名称 で あ る」。

　〈新 し き存在〉 は 、 実存的疎外状況 体 質 と実 存の 分裂） を 克 服 す る神的 力で あ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ］ご｝

る 。 さ らに 、 キ リ ス ト に お い て 最 も本 質的 に 現れ た とす る 。

　 こ こ か らテ ィ リ ッ ヒ は 、 〈新 し き存在〉 の 全 き体現 者 くキ リス ト と して の イ

エ ス 〉に 対 し て 、 そ の 独 自な 象徴的解 釈 を展 開す る 。

  疎外 と そ の 克服

　くキ リス ト と して の イ エ ス 〉 の

一
聖書的形象は 、 〈新 し き存 在〉 の 担 い 手 と し

て の 彼 の 性 格、 す なわ ち 神 と人 の 本質的
一

体性 と人間 の 実存 的疎外性 との 葛藤

が 克服 され た 人 と し て の 彼の 性 格 を 立 証 し て い る 。 〈キ リ ス ト と し て の イ エ

ス 〉 の こ の 形 象は 人 間 の 実 存 的 苦 境 の 分析 に お い て 詳述 され た 疎外 の 特徴の 正

　 　 　 　 しア

反対 で あ る。

　彼に お い て そ れ ら との 全面的 な 対決を通 し て キ リ ス トの 全 き人間 と し て の 面

が 象徴的 に 表現 され て い る 。

  キ リス トの 有限性

　キ リス トに お け る 誘惑 の 重 人性 は 、 彼が 有限的 自由で あ る との 事実に 基づ く。

聖 書 的形 象 が 、 い か に キ リス ト と し て の イ エ ス の 有限性 を 強調 し て い る か を
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テ ィ リ ッ ヒ は 強 く語 る 。

　
冖
非存在 の 脅威 （マ ル コ 10・33）。 安住 の 場 所 の 欠 如 （マ タ イ8・20）。 身体的 ・社 会

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1ti）

的 ・ 精神的 な不 安定 （マ タ イ 21：12、21・19、26：31）
、 窮乏 と追 放 （・レ ヵ 4・28）」。

イ エ

ス の 十 字架上 で の 死 を前 に して の もろ もろ の 不 安 、 葛藤 、 孤 独が イ エ ス の 有限

性 と し て 、 比較 を絶す る ほ どに 激 し く表 現 され て い る （マ タ イ 27 ・46 わ が 神、わ

が 神、 なぜ わ た し を お見捨て に な っ た の で す か ）
。

二 の 有限性 こ そ キ リ ス トの 歴 史 的

現実、 その 実存的深み を持つ 全人的姿 を象徴的に 表 し て い る。

  神 との 不 動 の
一

体 性

　だ が こ れ らの 有限性 が 神 と の
一

体性 の 中で 克 服 され る 。
つ ま り、 「キ リ ス ト

の 存在で あ る 〈新 しき存在〉 に お ける 実存 的疎外の 克 服は 、 有限性 と不 安 、 両

義性 と悲劇性 を 除去 しない 。 そ れ は 実存 の もろ もろ の 否定 性 を神 との 不動 の
一

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 191

体性 の 中 に 引 き取 る性格 を持 つ
。 〈御心 に 適 うこ とが 行わ れ ます よ うに 〉」。

　 イ エ ス は そ の 誘惑、 葛藤 、 悲劇性 をす べ て 、 そ の 永遠 な る 根拠 と し て の 神 と

の 一 体 化の 中 で 対応 し、 昇華 して い く。
こ の イ エ ス の 神信仰 の 象微 的 な姿 こ そ、

私た ち を し て 神 との
一

体化に よ る救 い の 確 信 へ と向か わ せ る もの な の で あ る 。

　テ ィ リ ッ ヒ の イ エ ス 論は 徹頭 徹尾 イ エ ス を 実存 的疎 外 の 真只 中に あ る 人 間 と

して
、 また 同時 に 神 との

一
体化 の 中に あ る神的存在 と し て 捉 えた 象微的解釈 で

あ っ た 。 こ の テ ィ リ ッ ヒ の 象徴的 イ エ ス 論 に 対 して 、 こ の 立場 へ の 人 間的 ア プ

ロ ー チ の 側面 を切 り捨て 、 全 く神 の 啓示 の 側か ら考察 し た の が キ リス ト教神学

者 バ ル ト の 神学的 イ エ ス 論 で あ る 。

3、 神学的イエ ス 論　　バ ル ト

　バ ル トに と っ て 神学 は 、 啓示 の 中で 考え る とか 祈 りの 中 で 考 え る とか い わ れ

る よ うに
、 神の 言葉 と し て の 啓示 に 始 り啓示 に 終 る もの で あ る と言 わ れ る 。 ま

ず神 か ら啓示 が起 こ され る と 、 そ こ で 初 め て 教会が 啓示 に 正 し く奉仕 して い る

か ど うか の 信仰 の 自己 吟味 と して の 神学的反 省が 起 る 。 彼 の 神学 は 、 啓示 に 照

さ れ た 信仰 の 反 省 の 仕事 で あ り、 信 仰が 本 当に 正 し く信仰 と して 働い て い る か

ど うか の 反省 で あ り、 教会が は た し て 正 し く神 の 言葉を宣 べ 伝え て い るか ど う

か に つ い て の 教 会自身の 祈 りつ つ の 反省 で あ り、 その 意味 に お い て 悔 い 改 め と

6 ・ ム 功 チ わ 勦 号 1
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ／2o，／

服 従 とい う信仰 の 行為 で あ る 。

　
一
神 学 を 神学た ら しめ て い る の は 、 神学 が 聞 く言 葉、 神学 の 答 えが 向け られ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i2 ］

て い る 言葉 （啓不 1 で あ る 一c

　神学者 は 、 神 の 真理 を、 歴 史か ら史的 に 開 明 した り （ハ ル ナ ・ ク ）
、 心 理 学 的

に 敬虔 な意 識 か ら引 き出す 1シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ・・ 一、オ ・ トー一） こ とは で き
F
ない

。

また 、 無 限あ る い は 絶対 とい うよ うな何か の 哲学 的概念 か ら思弁的 に 獲得す る

休 一ゲ ル ） こ と もで きな い
。 そ う で は な くて 、 神学 者 は 、 す べ て の 歴 史学 や 心

理 学や 思弁 に 反 し て 、 唯
一一

の 真実 で あ る 「神 の 言 葉」 つ ま り啓 示 を 聞 ぎ、 それ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ／l ？i

を解釈す る とい う、 た だ
一

つ こ と しか で ぎない の で あ る 。

　 こ の よ うに バ ル トに と り神学 は そ の 基盤 と して の キ リス ト教 の 信 仰 よ り規定

され て くる 。 信仰 とは 神 の 啓示 か ら得 られ た 認識 の 形態 に お け る 神 の 現実を承

認 す る 活動 で あ り決 断 で あ る 。 こ の 決断 は 、 す で に 承 認 の 対 象 （神 丿 が 主 体 で

あ る 私た ち の 自由な選 択 を許 さず、 主休 に 強 制的 に 入 り込 ん で くる こ とを頭 を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 23

下 げて 認ダ） る とい う承 認 で あ る 。 よ っ て そ れ は 服従 的承 認 と言 わ れ る 。

　 バ ル ト は こ の よ うな神学 的定 式化 を 導 く精 神 を イ エ ス ・キ リ ス トの 啓 示 に お

く。 「イ エ ス ・キ リス ト は 唯
一

の 全 ぎ真理 で あ り、 そ の 真 理 に よ っ て 神学 者 に

思惟 と語 りの 道が 厳密に 示 され て い る 。 理 念キ リス ト で は な く歴 史に 現 れ た 生

　 　 　 　 　 　 　 　 ／24）

け る キ リス トで あ る」。
こ れ が い わ ゆ る

一
キ リ ス ト論的集 中」 で あ る。

　 バ ル トは こ の よ うな キ リ ス ト教 信仰 の 枠 内で 膨 大 な イ エ ス 論 を展 開す る
。

キ

リ ス ト教神学 の 伝統的 な フ ァ ク タ ー で あ る 、 神 の 言葉 の 受 肉 、
二 位一 体 と し て

の 神 の 子、 神人 キ リ ス ト、 神 と人 間 の 中 保者 、 虚無 に 対す る 勝利者 、 神 との 和

解者 が 挙 げ られ る が 、 こ こ で は 彼 の キ リ ス ト論 の 特 徴 が 明 確 に 語 られ て い る

「神 と人間 の 中保者 と し て の キ リ ス ト」 に つ い て 要 点 の み 言 及 した い
。

〈中保者 と して の キ リス ト〉

　神 と人間 との 間 に は 質的差異 、 全 くの 断絶が あ り、 両 者の 接点は 皆無 と も思

わ れ る が 、 そ の 媒 介を 果た す の が イ エ ス ・ キ リ ス ト で あ る 。

バ ル ト に よれ ば こ

の イ エ ス ・キ リ ス トに よ っ て 、 人 間 に 対 す る 神の 計画 、 審判 、 救 済、 贈 り物 、

要求 、 約束 が な され る 。

　 「
神 と人 問 との 問 に は 、 自ら神で あ りまた 人間 で あ る 方 、 す なわ ち 、 神 と人

1
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，
ρ

角
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、
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間 との 問 を取 り持ちつ つ 、 イ エ ス 。 キ リス トの 人 格が 立 っ て い る 。 イ エ ス ・ キ

リ ス ト に あ っ て 、 神 を 認 識す る 。 彼 に あ っ て
、 神 は 人 間 の 前 に 立 ち 、 人間 は 神

の 前に 立 つ
。 それ が神 の 永遠 の 意志 で あ り 、 また そ れ が人 間の

、 永遠 の また 神

の 意志に 対応す る定 め なの で ある 。 彼に あ っ て 、 人間 に 関 お る神の 計画 は 立 て

られ 、 人 間 に 対 す る 神の 審判が 遂行 され 、 人間 に 対 す る 神の 救済が 完 遂 さ れ
1

老一。

　「全 き神 で あ り全 き人 で あ る 」 とい うイ エ ス ・キ リ ス トに よ っ て
、 神 と人 間

と の 断絶が 克服 され る 。 イ エ ス ・キ リ ス ト に よ る 人 間 の 罪 に 対す る 十 字架 で の

神の 裁 きと贖い を通 して 、 神 の 人間 に 対す る許 し、 和 解が 成立 す る 。
こ れ が イ

エ ス の 「中保者． と し て の 役割 な の で あ る。

　し か し こ こ に は 「全被造物が キ リ ス ト論的図式の 中に 押 し込 め られ て
、 被造

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ニも

物 固有 の 意 味 と立 場 を す べ て 奪わ れ て し ま う」 とい うツ ァ
ー

ル ン ト の 指摘 も

あ り、
こ こ に 彼 の キ リ ス ト教 の 枠内で の み 語 る神学 の 限界 が あ る 。 こ れ に 対 し 、

イ エ ス の
一

面 の み に 偏す る こ とな くそ の 本質を 捉 え よ う と した の が ヤ ス パ ー ス

で あ る 。

4、 暗号的イエ ス 論 　　ヤス パ ー
ス

　ヤ ス パ ー ス に と っ て 哲学 （Phil・s・phieren） と は 理 性 と実存を両 翼 と し、 両 者 の

緊張 関係の うち で 、 独 自な比 類 な き 自己 固有 の 根源を覚知す る働 きで あ り、 さ

ら に こ の 根源 か ら 自己 を越 えた もの （超越者〉 を探究す る こ と で ある。 そ こ で

哲学 は理 性 と実存 を通 して 出会われ る超越者をい か に 体得す るか に あ り 、 彼 の

哲学的信仰 に 発 展す る 。

　哲学 的信仰 は 自己 固 有の 信 仰 （埋性 と実存） か ら生 き よ うとす る もの で あ り、

単 独 者 と し て の 人間が 、 彼 の 超 越 者 に 面 し て の 内的行為 に お い て 白己 を 現成す

る 営 み 啗 己 覚醒） の 根源 で あ り、 超 越 者 が そ の 現 実 に お い て 意識 され る （暗 号
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （27 ）

解読）実存活 動 とい う三 つ の 特徴 を持 つ
。

　超越 者は 実存 の 自由か ら確信 され るゆ え、 それ は 客観的 な直接的認識 の 対象

と し て で は な く間接 的 に 記 号 として 、
つ ま り暗号 （Chiffer） を通 して 感知 され

る 。 ヤ ス パ ー
ス に と っ て

、 暗号 は 有体的 な 固定 し た もの とみ なされ た り、 神そ

8 ・ ム ・ ・ チ わ 鋤 号 1
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の もの とみ なされて は な らず、 暗 号その もの と して 聞 き、 観 、 読む の で あ り 、

そ う して 初 め て 超越 者 に 対す る 真 の 関 わ りが 可 能 とな る 。 重 要な こ とは 「人 間

が 暗号 に お い て い か な る神を み るか とい うこ とが 人間 自身 に な る こ とで あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2a
’

人 間の 自己獲得 の 苦 闘 は 超越者 獲得 の 苦 闘 に お い て 遂 行 され る」。

　そ れ は 文化 的共通項 に 成立 す る
一 般 的な

一
道徳的解釈」や 1象徴」 に 帰属す

る もの で は な く 、 また 特殊 な条件 下 で 成 立 す る 「啓示 」 と も異 な り、 解 読者 の

主 体性 の 深 ま りに 呼応 し て 超越 者 が よ り深 く開明 され る とい う実存的次 元 に 働

く もの で あ る 。

　暗号 は 解釈 で は な く解読 （Lesen） で あ る 。 解釈は 解釈 主体に よ っ て 左右 され

るゆ え 、 超越者 が 解釈主 体に よ っ て 主 体 の 側に 取 り込 まれ
、 超越 者本 来 の 姿 が

限定 され て し ま う け f リ y ヒ ）。 と もす れ ばそ れ は 超越 的 ・ 宗 教的 次元 を 失 い

文 化 の 次元 に 落 ち て し ま う。 そ れ に 対 して 解読 は 超越 者 の 言 葉 を まず聞 き 、 読

み 、 そ し て 解 く 、 理 解す る こ とで あ る 。 中心 は あ くま で も超越 者の 言 葉で あ る 。

そ れ を ひ た す ら素 直に 読 み 解 くの で あ る 。 そ こ に は バ ル トの よ うに 主 体の 入 る

余地 が 全 くない の で は な く、 主体的 に 解 く ・ 理 解す る 、
つ ま り、 実存 主体 に 聞

こ えて くる超 越者の 声を 自らの 運命 と して 全 面的 に 自己の 中 に 取 り込 み 、 そ こ

か らい か に 生 き るべ きか を考 え抜 き生 きる こ とで あ る 。

　そ こ で 彼 の 暗号 か ら の イ エ ス 解読を 見て み た い
。

　 イ エ ス ・ キ リ ス ト に つ い て の 神学 的伝承 、
つ ま り神人 イ エ ス と い う形態 を通

して 、 超越者 は 神 白身の 有体的 な 啓示 と して 、 神 の 人 間 へ の 受肉 とい う最 大の

有体性 （Leibhaftigk・it＞ を 獲得 す る 。
こ の 歴 史 的伝承 を 前 に し て 、

ヤ ス パ ー ス は

1暗号 と し て の 人 間 イ エ ス か
、 有体的 な神 と して の キ リ ス トか が 決定 さ れ な け

　 　 　 　 　 i．29 ）

れ ば な らな い 」 と語 る 。
バ ル ト の よ うに 、 ゴ ル ゴ タ で 十 字 架 に 付 け られ た イ

エ ス の 実 在性 と肉体 的 に 復活 した キ リ ス ト の 実在性 を 同列 に 置 くキ リ ス ト教神

学 の 伝統 的教義 に 対 し て
、

ヤ ス パ ー
ス は

、
「イ エ ス は 決 し て 自分 は 神 の 子 で あ

る とか 神 自身 で あ る とは 言 っ て い ない
。

イ エ ス をそ の よ うに 語 らせ た の は 福音
　 　 　 　 　 　 　 L3o1

史家 ヨ ハ ネ で あ る」 と し て 、 信仰 の 対 象 と し て の 神の 子 キ リ ス トを哲学 的 に

考察す る の で は な く、 暗号 と して の 人間 イ エ X を 問題 とす る 。

　 ヤ ス パ ー
ス は キ ル ケ ゴ ー ル の イ エ ス 解釈 を参考 と しつ つ

、 暗号 論 を展 開す る 。
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イ エ ス に 面 し て の 人 間 の と る 態度 に は 3 つ の そ れ が あ る と い う。
「祈 りつ つ 跪

くか 。

一
人 の 人 間 が

、 自分 は 神 で あ る と 自称 し よ うと も、 な ん ら憤 激 す る こ と

もな い 、 内に なん らの 人間性 もない 非人 間か v イエ ス を打ち殺 す こ とに 関わ る

か 」 で ある。
ヤ ス パ ー

ス は 哲学的信仰の 立場 か ら第三 の 態度 に 注 目す る 。

　「第三 の 可能性 は 不 気味 な もの で あ る 。
こ こ に は キ ル ケ ゴ ー ル に よ っ て 一 つ

の 暗号 が 論 及 さ れ て い る 」。
つ ま り私た ち は 真理 を打 ち殺す こ とに 常 に 関わ り、

自分 と他人 を ご まか し、 い か に 努 力 し よ う と真理 が ど こ に あ る の か を全 く知 ら

ず、 た だ 真 理 を打 ち殺 す こ と に 取 り付か れ て い る の で あ る 。
こ の こ とは 人 間現

存在の 不 気味 な根本制 約 の
一

つ を示 す暗号 で あ る 。 か つ て 「歴 史上 ユ ダ ヤ 人の

中 に 暗号 そ の もの で あ っ た
一

人 の 人 間 〔イ エ ス ） が 存 在 した とい うこ と、 そ し

て そ の た め に その 全 き真理 は そ れが こ の 世で 貫か れ よ うとした とき
『
打ち殺 され

た とい うこ と
、 そ して 私た ち す べ て は キ ル ケ ゴ ー ル の 意味で 、 な に か あ る測 り

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13I ］

が た さ、 不 可 解 さ に お い て 彼を 打 ち 殺 す こ と に 関 わ っ て い る とい う こ と ．1。 こ

の こ とが 、 暗号 と して 何 ご とか を 示 そ うと私た ち に 迫 り来る 。

　こ こ か らヤ ス パ ー
ス は 暗号 イ エ ス の 解読 か ら次 の 3点 が 浮か び上 が っ て くる

と諳 る 。

第 1 は、人 間の 不 気味 な有 限性の 自覚

　ヤ ス パ ー ス は 、 神学的 に 神の 子 キ リス ト と して 暗号を有体的 に 固定化 す る の

で は な く 、 暗号 を 暗号 その もの と して と らえ 、
か か る もの と して 純粋 な暗号 イ

エ ス の うち に 人 間 の 根源的現実性 を喚起す る 比 類 な ぎ意義 を み い だ そ うとす る 。

　イ エ ス の 私 た ち へ の 最高 の 要求 、 人間 に 可 能で ある べ き、 しか し実際に は 不

可 能 な要求　　 「天 の 父 が 完全 で あ る よ うに 、 あ なた が た も完全 な もの とな り

な さい 」　 は 人間 に 自らの 不 到 達性 、 無力 を示 し て い る 。 「私た ち は 事 実上 イ

エ ス の 要 求を犯す だ け で な く意識 的 に 遂行 し よ う と もし ない 。 イ エ ス は 、 無制

約 に 真実 な、 純粋 な、 愛 に 根羔 した 、 い か な る妥 協も許 さ ない
一

人 の 人 間の 生

が 、
い か に し て こ の 世 に よ っ て 抹殺 され る か を明 らか に した 」。

こ の イ エ ス 暗

号の 解読 ぱ 有限 な人 問存在の 不気 味な深淵 を開示 す る 。

第 2 は 、 キ リス ト教会 が 隠蔽 した もの の 暴露

　「イ エ ス は 教会の 形骸化 と因習化、 浅薄化 を再三 再四 破壊 して きた 炎で あ る 1。
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教 会は イ エ ス に 基づ い て い る よ うに 思 え る　
・
方、 教会が 覆い 隠 して い た もの が

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ほ 2／

イ エ ス の 実存 そ の も の に よ っ て 顕 わ とな る 。

　「イ エ ス は 湖 の 大波 の 一ヒを 進 み 、 肉体 を持 っ て 墓 か ら復活 した とい う こ とを

主張す る 神学者た ち が い る 。
（しか し） 全 く有体 的 で あ り得 ない もの の 有体性 の

こ の よ うな主張 、 そ して た だ ち に 固定化 して ゆ く ドグ マ の こ の よ うな 告白は 、

イ エ ス の 現実 と人問 般 の 現実 と を ど うで もよ い もの とす る こ とで あ り 、 そ の

ド グ マ 的告 白は 不 誠実 な無批判性 な しに は 成 立 し な い で あろ う」。

　 ド グ マ 的 に 規定 され た 信仰 の 固定 化 に よ っ て 達 せ られ た 平 安 は 、 む しろ 聖 書

信仰の 恐 る べ き真剣 さを 捨て て ど うで もよ い もの に す る こ とで あ る 。
こ の よ う

な態度 は ヤ ス パ ー ス に と り、 限界状況 を避け る とい う許 しが た い 自己 逃避 、 自
　 　 　 　 　 133 ／

己 欺瞞で あ る。
こ うし て 教 会 キ 1丿 ス ト教 に ひ っ そ り と隠 され た 欺 瞞 性 を、 ヤ

ス パ ー
ス は 暗号 を通 して 顕わ とす る 。

第 3 は 、 人 間 の 新 た な可 能性 へ の
一 歩

　哲 学 的信仰 に と り問題 な の は 信仰 上 の 神 人 キ リ ス トで は な く、 暗号 と し て の

イ エ ス の 実存 で あ る 。 イ エ ス の 実 存 に よ り人 間 の 運命 と可 能性 に 対 す る 問 い と

方 向が現 出す る 。 そ う して カ ン トの よ うに イ エ ス に 対す る 単な る模倣 で は な く、

イ エ ス に 照 ら して 自己 を定位す る とい う私 た ち の 実存 的 な態 度決定 こ そ ヤ ス

パ ー ス の 暗 号解読 の 要 で あ ろ う。
つ ま り イ エ ス は 十字架を 自分 の 身に 引 き受け

る こ とに よ っ て 、 生 の 不 安か らの 人間 の 解放を示 した 。 彼 の 告知 を聞 くこ とは

世 界 の 中 で の 絶 望的 な不 幸 に 対 し て 目を 開い て 立 ち 向か う勇気 を 教 え 、 自己満
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 う

・d

足 に 閉 じ こ もる こ とを禁 じ、 よ り高 い 法 廷 の 存 す る こ と を 想起 させ る 。

結び

　カ ン トは イ エ ス を道徳 的 に 解 釈す る こ とで 、 キ リ ス ト教 神学 の 枠内 を超 え 、

道徳的 な 完成者 、 理 想 、 埋 念 と し て 位 置づ けた 。 そ し て さら に イ エ ス が た ん な

る 道徳的理 念 と し て だ け で は な く、 我 々 を神聖性 へ と導 く内 な る道徳的原動力

とな る こ とに よ っ て 、 そ の 牛 け る 卞体 と し て 私 た ち の 道徳 的精進 を 内在的 に 補

助 す る もの とな っ た 。

　 し か し イ エ ス の 道徳的 解釈 の み が 語 られ る こ とに よ っ て
、 そ の 豊 か な 内容 が
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人間的、 道 徳的 に 制限 され て し ま っ た 。 そ こ で 述 べ られ て い る イ エ ス は 私 た ち

の 自律 、つ ま り道徳 的努 力 を前提 と し て 初 め て 働 ぎ出す と い う私 た ち の 道徳的

な 自律を補 うイ エ ス な の で あ る 。

　 こ れ に 対 して テ ィ リ ッ ヒ の イ エ ス 論は 、 イ エ ス を実存的疎外の 真只中に ある

人間 と し て
、 ま た 同時 に 神 との 一 体化 の 中に あ る 神的存在 と し て 捉 え た 象微的

解釈 で あ る 。 イ エ ス が 人 間 と して の あ らゆ る 苦 悩を 徹底 し て Il受 しそれ に 身 を

委ね た こ と 、 そ して また メ シ ア と し て 私 た ち に そ の 苦悩 か らの 解放 の 姿を示 し

た 。

　だ が 、 象徴的解 釈 は 象徴が 持 つ 性格 の うち に そ の 限界 を含 む 。 象徴の 解釈 −

体 で あ る私 た ち有 限 な存在 との 関係 で 象徴的 に 解 釈 され た 結果 、 解釈主 体側 に

解釈 内容が 引きず られ て しま うとい うこ とで あ る 。 そ こ で は 、 実存 と し て の イ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i35 ・
エ ス

、 有限な イ エ ス が 過 度 に 前面 に 出て しま っ て い る 。

　 さ らに 問題 は 、 象徴 とい う方法論 の 性 格 か ら、 象徴 に お い て は 超越 者が 直接

的対象と し て 、 具 象的に 現前す る 。
つ ま り象徴 が超越 者 の 代理 的性格 か らぱ な

れ 、 代理 が超越者 そ の もの とみ な され て し ま う、 い わ ゆ る偶像化 の 危険が 生 じ

る 。

　 こ の テ ィ リ ッ ヒ の 象徴論 の 持 っ て い る危険性 に 注 目せ ず、 さ ら に こ の 立 場 の

人間的側面 を切 り捨 て 、 全 く神 の 啓示 の 側か ら考察 した の が バ ル ト の イ エ ス 論

で ある 。 彼 の イ エ ス 論は
、 周知 の よ うに キ リス ト教の 信仰 の み を前提 とした も

の で あ り、 よ っ て 前二 者 と異 な り、 信仰 の 枠 の 中 で イ エ ス を語 る の で あ る 。

よ っ て その 内容は 、 信仰の 対象で ある神の 啓示 、 神 の 言 葉 、
つ ま り聖 書 の 正 当

性 の 主 張、 その 護教的 な内容 と して 展開 され て い る 。 そ こ で は イ エ ス の 神性 が

三 位
一

体等 の 教義 に よ り基礎 づ け られ て 展 開 され て い る 。

　 こ の よ うな バ ル トの 解釈に そ の 信仰 的一 貫性 は 認め られ る が 、 ヤ ス パ ー ス が

語 る よ うに そ の 内容は キ リ ス ト教 の 信仰 を持た ない 人に は 理 解す る こ とが で き

ない
。 結果 的に は バ ル トの 語 る イ エ ス の 神性 とそ の 働きは 限定 された 普遍性 し

か 持た ない
。

　 バ ル トに と っ て 唯
一

の 真理 は 神の 啓示 、 神の 言葉 、
つ ま り神が 人間 に な っ た

とい うこ とを 語 る聖書 の み で あ る 。 しか し神 の 言葉 は そ れだ けで あろ うか 。 む
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し ろ 神の 言葉 は 神の 直接的な啓示 を媒 介す る何 もの か とは 考 え られ ない で あろ

うか 。 こ れを テ ィ リ ッ ヒ は 象微 と捉 え、 ヤ ス パ ー ス は 暗号 と捉 え る 。 そ うす る

こ とに よ っ て 神 の 言 葉 が 持 つ 豊 か な内容 が 象徴解 釈や 暗号解読 に よ っ て 、 キ リ

ス ト 教教義 の 枠 を超 え て 私た ち の 前 に 開示 され る 。

　ヤ ス パ ー ス は 諸 々 の 事象を超越者の 示す暗号 と し て 捉 え 、
これ らの 暗 号を い

か に 読み 解 くか とい う点を 哲学す る こ との 本来 の 在 り方 とす る 。 そ こ で 聖書 に

語 られ た 神人 イ エ ス は、 カ ン トの よ うに 道徳的 枠に 制限 され る の で は な く、

テ ィ リ ッ ヒ の よ うに 象徴解釈 も解釈 主体 に 狭 め られ て し ま うとい うの で もな く、

また バ ル トの よ うに ど こ まで も啓示 ・信 仰 を前提 と し帰結 とす る よ うな神 人 イ

エ ス で は ない 。 ヤ ス パ ー ス は 豊 か な 内容 と深 さ を持 つ イ エ ス をそ の ま ま 活 か す、

つ ま り暗号 と し て 解 読す る 。 それ は テ ィ リ ッ ヒ と同
一 線上 に ある が 、 テ ィ リ ッ

ヒ が対 象を 主観 　客観関係の 中で 対 象論理 的に 分析す る とい う面 が 強 い の に 対

して 、 ヤ ス パ ー ス は あ くまで も暗号解読で ある 。 そ れ は 暗 号 を読 み 解 くこ とで

ば あ るが 、 読み 解 く主体 が 卞 観 　客観関係か ら解説す る の で は な く、 実存主体

が 自らそ こ に 生 きる こ とに 真剣 で あれ ば あ る ほ ど 、 そ こ に 暗号 を通 し て 語 りか

けて くる 超越者 の 言葉を 聞 くの で あ る 。 神人 イ エ ス は 暗号 と し て 私 た ち実 存 主

体 に 語 りか けて くる の で あ る が 、 そ れ は また 私 た ち の 生 き方そ の も の が 神人 イ

エ ス の 姿 を現 し 出す こ とで もあ る。
つ ま りた ん な る対 象論 理 的 な 解釈 で は な く、

人 間実存 の 最深 の 姿 と神人 イ エ ス の 暗号 の 開示 が 相互 に 作用す る こ とで 両 者 の

究 め 難 い 豊か な世界が 顕わ とな る と い う主 体的解読 に 、 ヤ ス パ ー X の イ エ ス 論

の 独 自性 と卓越性 が あろ う。
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