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　国際政治の 中で 民族問題 が 大 き な比重 を占 め る よ うに な っ て，宗教 へ の 関 心 が高 ま っ て来 て い る．

そ こ で本稿で は ， 仏教 と キ リス ト教で は現実の 社会 と の 関わ り方 で どの よ うな違 い が あ る の か を考

察す る こ とに す る．社会 と の 関わ り方 は，人間 の 歴史 を ど の様に捉 え て い る の か と言う点 に 集約 さ

れ る と思わ れ る の で ，
二 つ の宗教に 見 ら れ る 歴史認識 の 違 い に つ い て 比較す る こ とに す る．諦念 の

宗教 と して の 特徴 を持 つ 仏教 で は，時問 の 流れそ の もの よりも， 刻
一

刻 の その 時点 に 焦点を当て る

見方を重視す る姿勢が 取ら れ ， 人生 の 目的 と は何か，人生は意義が あるの か ，歴史 とは何 なの か と

問 うこ と よ りも，今 の 時間が 問題 の 中心 に な る．それ に対 して ， 歴史的啓示宗教で あ る と言わ れ る

キ リ ス ト教 で は ， 「メ シ ア の 再臨」や 「最後 の 審判 1 と言 う言葉 が 象徴す る よ うに 歴史 が 成就す る の

か ど うか が 重要 なポイ ン トとなるが ， 信仰 に よっ て究極の安定を見 つ け出す こ とが出来れ ば，人間

は歴史 の 中で誤 っ た救済を求め な くな り，人間 は 歴史 の 中 の 責任 を喜 ん で 受 け入れ る ように な る ，

と言 う見方が され る．歴史 の 中 の 点 に焦点 を当 て るの が仏教の特徴で あ り ， 始め か ら終わ り に至 る

線 を認識 の 対象と す るの が キ リス ト教 の 特徴で あ る，と言え る の で は な い だ ろ うか ．

キ ーワード 比較文化 ， 歴史認識，ラ イ ン ホー
ル ド ・

ニ
ーバ ー

comparative 　cultures ，　 views 　on 　history，　Reinhold 　Niebuhr

1 ．は じめに

　1980年代末に冷戦が終結す る と ， 米国 の
一

人勝 ち の

意味合 い で 「歴史 の 終わ り」 が 唱 えられた が，民族問

題 を含 め た難題 を米国が抱え る よ うに な る と ， こ う し

た 主張 は 影 を潜め て しまっ た．日本な ど で は 「
一

つ の

時代 は 終 わ っ た 」 と言う こ とは あ っ て も 「歴史は終わ

っ た 」 と言 う こ と は稀 で ある． こ の 背景 に は ， 仏 教的

な土壤 の 歴史認識があ り ， キ リス ト教的な 歴 史認識 と

大き な違い を表 して い る と思われ る．そ こ で本論 で は，

仏教 的な歴史 の 見方 と対比 させ て ， 主 に キ リス ト教的

な歴史 の 見方 を取 り上げ る こ と に す る．キ リス ト教的

な歴史認識 と言 っ て も漠然 として い る の で ， 主 に ラ イ

ン ホール ド ・
ニ
ーバ ーと言う キ リス ト教の 神学者の 思

想 に 焦点 を当て て
， 彼が歴史をどの よ うに 捉 え て い た

か を詳 し く紹介す る こ と に す る．

II．仏教的な歴史認識

　仏教の 中で 歴史が ど う捉 え られ て い る の か とい うの

は 非常に難解な問題 で あ り ， 筆者 に は こ の 問題 に 明確

な解答を出せ る だ けの 十分な知識 が な い が ，こ こ で は
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で き る範囲で論述を して み た い
lf1．

　仏教 の 大 きな特徴 と して，身心 を苦 しめ鍛え る と い

う よ うな 苦行 の 代わ りに ， 精神の統
一，安定 に よ っ て

真理 を直観す る 禅 が あ る．こ こ で ， 真理 を直観 す る と

い う こ と は，真実を あ り の ま ま に 見 る こ とに よ り生死

輪廻 の 苦 か ら解脱 し
， 涅槃 に 到達す る道を開く こ とで

あ る．他方 ， 自然的欲求に身を任せ る快楽主義 も否定

して い る．真理 を直観 す る 姿勢は，形而上学的問題 へ

の 判断中止 に 繋が り， そ の代わ りに苦悩を観察 し，そ

の 由来 をつ き と め て ，
こ れ を断 つ 方法 を導 く．こ れ が ，

四諦 （し た い ）で ， 第一に苦を見極め ， 第二 に 苦 の 原

因を探 り，第 三 に 苦 の 滅 を図 り，第四 に苦の滅に 至 る

道 を教 える．こ う した仏教的現実認識 は ， 時間 の 流れ

そ の もの よりも， 刻
一

刻 の その 時点 に 焦点を当て る見

方 を 重視す る 姿勢 に な る．そ れ を象徴 して い る もの が ，

『華厳経」の 中 に ある
一

即
一

切，一
切即

一
とい う言葉

が あ る．こ の 言葉は ，

一
つ の 塵 が そ の まま宇宙を表わ

し， また宇宙 はその
一

っ の 塵そ の も の とい う， 個 と 全

体の 有機的な統合を意味して い る． こ れ は，一
つ の も

の に す べ て が表 され る と い う現実や 時間の 認識で あ

る．こ こで は ， 人生 の 目的 と は 何 か，人生は意義が あ

る の か ，歴史 と は何 な の か と問 う こ と よ り も ， 今の 時

間が問題 の 中心 に な る．

　日本 で も人 の 死後 の 世界 に 大 き な関心 が 寄せ られ ，

死者が仏 と し て 崇 め られ て い る。こ の 根本 は，現世 に

於 け る周囲十方無数の 諸仏 とそ の世界 ，
つ ま り浄土 の

存在を認め る仏教 の 教 えで ある．諸仏 とは，修行 して

仏 と な り，衆生 を救 うべ く，そ の 姿 を現 した もの の こ

とで あ る．仏 と は 釈迦 が 悟 っ た 法 そ の も の で あ り，諸

仏 はその 具体的顕現 で あ る．修行の 目的は ， 悟 りを得

る こ とで あ る が
， 悟 り と は

， 法 ，
つ ま り真 理 と合

一
す

る こ とである．釈迦が 悟 っ た法を簡潔に表す と， 諸行

無常 ，

一
切皆苦，諸法無我，涅槃寂静 の 四句で 表 され

る 四法印 と い う こ と に な る．同様の こ とが四 諦 と し て

表 さ れ て い る．四 諦 と は ，苦諦，集諦，滅諦，道諦 の

こ と で あ る．

　第一
の 苦諦 と は，人生 に は生，老，病，死 の 四苦 の

他 に ，愛 し い 人 と の 別れ ， 怨 み憎し み に あ る者 との 出

会 い
， 求 め る もの は 得 られ な い こ と，人 の 身は五 蘊（こ

う ん）の 集合体 に 過 ぎな い こ と， と い う合計八 つ の 苦

悩が存在す る こ と を意味 す る．こ こ で ， 五 蘊 と い う の

は，肉体 （色）， 感覚 （受），表象 （想〉， 意思 （行），

認識 （識） の 緒心 理 作用 の こ とで あ る．第 二 の 集諦 と

は，苦 の原因は 心 の けが れ ， 無知 ， 無明 に あ る，とい

う こ とで あ る．第三 の 滅諦 は，苦 を滅す る こ と は無知

がな くな っ た時 に 実現す る ， と い う こ と で あ る．第 四

の 道諦 と は ， 苦を滅す る ため に実践す べ き八 つ の 正 し

い 道 （八 正道） が あ る，と い う こ とで あ る．八 つ の 正

しい 道 と は ， 正 し い もの の 見方 ， 正 しい 心 の 持 ち方，

正 し い 言葉遣 い ，正 し い 行動，正 し い 生活， 正 しい 努

力精進 ， 正 しい 教え を銘記す る こ と
，

正 し い 禅 を修習

す る こ と，で ある．

　以上 の よ うな こ とが ， 仏教 の 基本的 な教理 と い う こ

とが出来 る で あ ろ う．仏教 に 於い て は ， 今生 き て い る

こ の 時間 を 直視 す る こ とが 重要 で あ り，そ の
一一点を見

極め る こ と に よっ て 人生 を考え る こ とが 出来る．つ ま

り，仏教 に 於 い て は ， 時間の 集大成 と して 歴史 が あ り，

歴史全体 を見 る視点 を こ と さ ら追求す る こ と は な い ．

人間を取 り巻 く自然 に 対す る見方 も，時間 と 同様 に 自

然 を対象化す る こ とが な く， 自然 をそ の ま ま受 け入 れ

る こ とが精神の 安定を導 くもの とな っ て い る．

　 こ うした 仏教的 な 歴史認識に 対 して ， キ リス ト教 で

は どの様な認識が さ れ て い る の か を以下 で 考 える こ と

に す る．キ リス ト教 の 歴史認識 と言 っ て も漠然 と し て

い る の で ， キ リス ト教神学者ラ イ ン ホ
ー

ル ド・ニ
ーバ

ーの 言説 に 焦点 を当て て，そ の 特徴を論述す る こ と に

す る．

III．キ リス ト教的歴史認識

（1） ライ ン ホール ド・ニ ーバ ーに つ い て

　ニ ーバ ーの 人 と な り に つ い て 簡単な説明 が 必要 で あ

ろう．今 日，アメ リカ 人 に ニ ーバ ーの こ と を聞 い て も

ほ とん どの 人 は 知 らな い ，と答 え る の で は な い か ．そ

の 点 で は，今 日の アメ リカ社会 と＝ 一バ ーの思想と の

問 に は関連性が希薄 に な っ て い る の か も知 れ な い ．こ

れ は ，
ニ
ーバ ー

の 思想 が今口で は重要性を失 っ て い る

と言う よ り も， ア メ リカ社会が ニ
ーバ ー

を遠 ざけ る よ

うな社会 に な っ て しまっ た ，と言 い 得る の で は な い か．

しか し ， 近 い 将来 に お い て ア メ リカ 社会が 存在 の 座標

軸を必要 とす る 時 に は
，

キ リス ト教が 必 ず大 き な 働 き

をす る こ と に な り，ニ ーバ ーをは じめ と する先 達 の 思

想 が 重要性 を増 し て くる こ とに な ろ う．少 な く と も ，

第 2次世界大戦前後の ア メ リカ で は，ニ
ーバ ー

は宗教

的 に も，社会的 に も最 も影響力の あ る プ ロ テ ス タ ン ト

神学者で あっ た ．当時の彼の存在意義 を端的 に 表 して

い る言葉 と し て ，ジ ョ
ージ ・F ・ケ ナ ン の 「我々 す べ

て の 父」 とい うもの がある．また ， 敬虔な キ リ ス ト教

徒の 大統領 と し て 知 られ た カー
タ
ー

元大統領は ，
ニ
ー
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キ リス ト教神学 に お け る歴 史認 識一仏教 と キ リス ト教 を比 較 して
一

バ ー
を自らの 思想的 ・宗教的な師 と して 仰 い で い た ．

　 ラ イ ン ホール ド ・
ニ
ーバ ーは ， 1892年 6月21日 ミズ

ー
リ州 の ライ ト・シ テ ィ で ，ドイ ツ 福音派教会 の 牧師

グス タヴ
・ニ ーバ ーの息子 と し て 生 ま れ た．宗教社会

学者 として 著名 な，ヘ ル ム ート ・リチ ャ
ー

ド・ニ ーバ

ーは，ラ イ ン ホール ドの 弟で あ る．な お，本稿 で ニ
ー

バ ー
と言 う場合 に は， ラ イ ン ホ

ー
ル ド ・ニ

ーバ ーの こ

とで あ る．ニ ーバ ーは ， イ ェ
ール 大学 か ら，1914年 に

は神学修士 ， 1915年 に は 文学修士 の 号 を得た ．1915年

か ら28年ま で，デ トロ イ トで ，新教の
一

派 で あ る 北米

福音派教会 の 牧師 と して 働 い た．1928年に は ニ ュ
ーヨ

ーク の ユ ニ オ ン 神学校で 宗教哲学の 助教授 と な り，そ

こ で 1930年か ら60年 まで 応用 キ リス ト教学の教授を務

め た．退官した 後は名誉教 授と な っ た が ，1971年 6月

1 日マ サ チ ュ
ーセ ッ ツ州 ス ト ッ ク ブ リ ッ ジ で 死去 し

た．

　 ニ ーバ ーは，ソーシ ャ ル ・ゴ ス ペ ル 運 動 の 政 治 的 な

りベ ラ リズ ム に 聖書 中心 の 神学 を結び つ け ，
1930年代

に新正統主義 （Neo −orthodoxy ）を確立 した．そ の 本

質は，神を人間 の 意 の まま に手 なずけ て，神を単 に 人

間 に 慈悲を もた らす もの と して解釈す る，合理 主義 に

支配 さ れ た 楽観的 な 自由主義 神学 （Liberal　 Theol−

ogy ）に 反対し ， 入間の 原罪 と神の 究極の 審判を強調 し

て い る 点 に あ る．ニ
ーバ ーは，宗教改革 ， 中世 の カ ト

リシ ズム
， トマ ス ・ア ク ィ ナ ス を飛び越え て，ア ウ グ

ス テ ィ ヌ ス に 自 ら の 神学 の 根源 を求 め た．ニ ーバ ーの

新正統主義は ， カ ール ・バ ル トや エ ミール ・ブル ナー

に 代表さ れ る ヨ ー
ロ ッ パ の 新 正 統主義 か ら強 い 影響 を

受け た が ， 人間は神 との接触を失っ て い る と言 うバ ル

トな ど の 認識をニ
ーバ ーは 拒否 して い る 点 が，ア メ リ

カ と ヨ ーロ ッ パ の新正統主義の相違点で ある．

　青年の頃の ニ
ーバ ーは宗教的 に は りベ ラ ル で ，社会

的 に も理想主義者だ っ た が ， デ トロ イ トで牧師を して

い た 頃 ， 当市の 自動車 工 場 で 働 く人達 が 苛酷 な労働 を

強 い られ て い る現実 を目 の 当た りに し ， 次第に世俗の

現実 の悲惨さ に 目覚め る よ うに な っ た ．こ の 時期 に マ

ル キ シ ズ ム 文献 を相当深 く研 究 し，左翼的 な 労働運動

の指導者 に な っ た こ と もあ る．こ うし た ニ ーバ ー
の 思

想状況を長清子氏 は次 の よ うに説明 して い る．「神学に

お け る右 へ の 革命 が，必然的結果 であるか の ように 彼

を歴史 の 現実 に お い て 左 へ の 革命へ とお しや っ た と云

え る．しか し，キ リス ト教 の 原罪説 こ そ 人間歴史 の 謎

の 解明 に は ， 必要欠 くべ か ら ざる もの とす る 正統主義

信 仰 に 立 つ ニ
ーバ ーは， こ の 絶対基準 に よ っ て

， 社会

問題 に 取 り組 む時 ， 普通 の 左 派 の 社会批判 の さ ら に 批

判 まで 行 っ た．彼 自身左 へ の 革命児 で あ る に もか か わ

らず，政治上 の 左派も また 政治上 の 右派と共通の イ ル

ージ ョ ン （幻想） を根本的 に は らん で い る こ とを鋭 く

見抜 くの で あ る．マ ル キ シ ズ ム に 非常な共感を覚え な

が らも ， そ の 人間観を楽観的人間観 と して 批判す る の

は，原罪説 に 基 づ い た 人 間観の故で あ る」
ta2
．

　 ニ ーバ ーは ， ア メ リカ に お け る新正統主義運動の本

質 を 『道徳的人 間 と非道徳的社会』（1932年）の 中で 展

開 した ．こ こ で は，倫理性 を持 っ た人間 の 集 ま りで あ

る社会が 必 ずし も倫理 的で は な い こ と を 明 らか に し，

政治的 で ， 現実 的 か つ 生 きた 問題 を扱 うに は ， 「愛 の 福

音」 を中心 と した キ リス ト教 の 理解で は不十分だ とし

て ， 近代 の政治的 ・政治的問題 を考慮 で き る よ うに キ

リ ス ト教 を再解釈 し よ う と し た の で あ っ た．

　 ニ ーバ ーの ほ ぼ 完成 さ れ た思想が展開され て い る の

が ，1939年 エ デ ィ ン バ ラ大学 で 行 な っ た ギ フ ォ
ード ・

レ ク チ ャ
ーを ま と め て著作 と した 『人間の本性と運命』

（1941年 に 上 巻，1943年 に 下巻発刊）で あ る．本書 は ，

キ リス ト教的人間観に 基づ く近代的人間観の批判を そ

の 中心 と し て い る．ア ウ グス テ ィ ヌ ス の 教 えを基本 と

し ， 人間の 業績の真の 根源は ， 野心 と自己 愛と い う人

間 が持 っ て い る 「汚れ」 に あ る，と強調 した．様 々 な

近代思想 に顕著な楽観的な 人間観と安易な 人間の良心

を，ニ
ーバ ー

は批判的 に 検討 した．

　第 2次大戦後の ニ ーバ ーの政治的発言は ，
マ ル キ シ

ズ ム へ の 批判 と い う点 で の み 捉 えられ る こ とが 多 くな

っ た．表面的 に は確か に 反 共的 な 色彩 を帯 び た 発言 を

して い た が ，彼はあ くまで も原罪論 を基調 とす る キ リ

ス ト教的人間観 か らマ ル キ シ ズ ム を批判 して い た の で

あっ た． こ の 点を忘れ去 っ て 表面上 の 発言 の み に 注意

を払 う とす れ ば ， そ れ は片手落ち とな る で あ ろ う．

　「第 二 次大戦 中 ， ナチ の 悪魔的性格 を見抜 き ， ア メ リ

カ の 孤立主義者， 及び，絶対平和主義者 の 不干渉案に

対抗 し て ，キ リス ト教現実主義の 立場 か ら歴史 の 現 実

の 中で 絶対 な る善の 選択 と言う こ と は あ り え な い ．手

を 泥 で 汚 し な が ら も よ り少 な き悪 を選 び と る た め に よ

り大 な る 悪 と戦 わ ね ばな ら な い こ と を主張 し た」
注 S
．

ナ チ ズム 打破 の 後は ， 必然的 に 問題と な る デ モ ク ラ シ

ー
とマ ル キ シ ズ ム の 関係 を ， 『光 の 子 と闇の 子 』とい う

著書の 中で ，闇 の 子 と し て の ナ チ と対照さ せ て ，デ モ

ク ラ シ ーもマ ル キ シ ズ ム も両方と も楽観的人間観に 立

つ 愚か な 光 の 子 と し て 論 じた の で ある．彼の後の著書

で は ， 歴史に対 して よ り多 くの 注意 が 払われるように
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な り，人 間が 持 っ て い る 歴史 へ の 基本的な依存性を認

識す る よ うに な っ た．彼が い み じ くも述 べ て い る よ う

に，ニ
ーバ ー

の 世俗的世界 へ の 悲観論は ， 神の世界へ

の 楽観論 に 根 ざ し て い る と言 え る で あ ろ う．

　以上，ニ
ーバ ー

の 人 と な りを概観し て来た が ， 次に

本稿の 主 題 で あ る ニ
ーバ ーの 歴史 の 見方 を考察 す る こ

とに す る．

  　ニ
ーバ ー

の 歴史解釈

　前述 の 仏教の 人間観に対比 さ せ る べ きもの はキ リス

ト教 的人間観 ， 特 に 人間 の 本性 に つ い て で あ る が ， こ

れ に つ い て は本稿で は後で簡単に触 れ る こ ととし， ま

ず キ リス ト教 で は 歴史を どの よ うに 捉え られ て い る か

を 明 ら か に す る こ と に す る．仏教が今 の 時間を中心 に

した 人間 の あ り方を問う宗教 で あ る の に 対し て ， キ リ

ス ト教は歴史的啓示を中心 と す る 宗教 で あ る と言われ

る の で ，歴史を扱う こ と は，キ リス ト教 の 本質を明 ら

か に す る こ と に繋が る と思わ れ る．そ こ で ，こ こ で は，

キ リス ト教 で 歴史が ど う捉え ら れ て い る か をニ
ーバ ー

の 代表的著作 『人間の本性 と 運命』の 中 か ら取 り上 げ

て ，詳述 す るこ と に す る
t「4
．

（i） 歴史の 終わ り

　 こ こで の 歴 史 の 意味 は，単 に 年代記 と して の 歴史で

はな く，人 間 の 生 の ドラ マ と し て の もの で あ る．ドラ

マ が演 じ ら れ る 時 に は ， その 終演 の 時 に 観客 は ドラ マ

の 主題や 目的をか み しめるの で あ る が ，
ニ ーバ ーは ，

人間の 歴史 を考 え る時 に は終末 （finis）と目的 （telos）

とい う概念 が 必要 で あ る と し て い る．人 間の 歴史 は，

こ の 目的が成就す る か ， 瓦解 す る か の ドラ マ で あ る．

人間 の 人生 は
， 目的 に 到達 す る前に 終末が 来 て し ま う

危険性が あ り ， キ リス ト教信仰 は こ こ に 救 い の 手 を差

し延 べ る．人間が 自分 の 能力を超え て時間に挑 む時 に

悪 （evil）を歴史 に 招 き入 れて しま う と言 う罪 を犯す こ

と に な る が，こ の 罪を浄化す る中で 目的が成就 され る．

　キ リス トへ の信仰の 中で もた ら さ れ る 「神 の 王 国」

は，歴史 の 意味の 開示 を表し た もの で あ る，そして，

そ の 意味 を理解しよう と す る 姿勢 は，歴史 が 意味す る

こ と と は矛盾す る こ とが 実際の歴史 の 中 に はあると言

う こ と の 理解 に 繋が る．信仰 に よ っ て もた ら さ れ た こ

の 理解は ， 矛盾を含む人 間の世界が あ る程度 は 克服 さ

れ た こ と も意味す る．そ し て ，信仰は，歴史 の 不完全

さ が克服さ れ て い る一つ の終わ り （end ）を指 し示す．

よ っ て，人間 の 実際 の 歴史 は，そ の持 っ て い る意味の

開示 と成就 の 仮 の 領域 なの で ある．

  　歴史 の 終わ りに つ い て の 新約聖書の 解釈

　 ニ
ーバ ーは ， 新約聖書の 中に あ る，メ シ ア の 再臨 へ

の希望 （parousia ） と言 う概念 を取 り上 げ，
こ れ を文

字通 り解釈す る必要も な い し ， 逆 に 無視す る こ と もす

べ き で は ない と 述 べ て
， 再臨 へ の 希望 の 概念 の 果 た し

て い る意義を説明 し て い る．つ ま り ， 再臨へ の 希望 を

文字通 り解釈す る と
， 時間 と永遠 とい う関係 の 弁証法

的解釈が 出来な くな り， そ の結果 ， 千年紀 へ の 希望 が

生 まれ ，そ こ で 歴史 が成就す る と い う単純な解釈 に な

る．逆 に ， 再臨へ の希望の シ ン ボ ル を重要視しな い 場

合に は ， 聖書 の 弁証法的理解が 曖昧 に な っ て し ま う．

人間の 理性は有限で あ り， 歴史を超越す る もの を解釈

で きな い の で ，再臨 へ の 希望の よ うな シ ン ボル が 重要

性 を持つ こ と に な る．

　 新約聖書 の 中の 重要な シ ン ボ ル と して ，
ニ
ーバ ーは ，

「再臨へ の 希望」， 「最後の審判」， 「キ リス トの 復活」

の 三 つ を取 り上 げ，それ らが，キ リス ト教の歴史解釈

の 鍵 で あ る と して い る の で ，そ れ に つ い て 述 べ て 行 く．

（ガ　「再臨 へ の 希望」

　 メ シ ア の再臨へ の希望 は ， 他の 二 つ の シ ン ボ ル に も

増 して 重要 なもの で あ る．メ シ アの 再臨へ の希望は ，

神の 擁護を表すもの で あ る が ， 他の 二 つ の シ ン ボ ル は，

こ れ を支 え る もの だ か ら で あ る，歴史 の 終わ り で の メ

シ ア の再臨を信じ る こ と は ，
こ の世に存在す る もの は，

自ら の 限界を越 え る こ と は 出来 な い と言 う こ と を表

し ， 人間の 歴史に対す る神の優位性 へ の信仰 を導 く．

メ シ ア の 再臨 は，歴史 の 終末で 起 こ る こ と に な っ て い

る の で ， 歴史の 中で の勝利が人間に もた らされ るよう

に も見 え る．そ し て ，歴史的過程 の 成就 は歴史の 終わ

りに な さ れ る と言う解釈 も出て 来る．こ う した 解釈 が

あ る ため に ，キ リス ト教信仰 で は，ユ
ート ピ ア思想 と

「他界」 とい う概念 が 排除さ れ て い る．

　 ユ
ー

トピ ア思想に対抗し て ， キ リス ト教信仰は ， 歴

史 の 成就 が 歴 史的過程 を越 え た と こ ろ で 生 ず る と説

く．また，「他界」願望に抵抗 し て ， キ リ ス ト教信仰は ，

歴史の成就 と は 歴史的過程 の 完成 と説 く．こ の 二 っ の

主張 は，相反する もの で あ り，
こ れ ら を両立 さ せ る た

め に は弁証法的な論理 に依 らなけれ ばな らない ．ニ
ー

バ ー
は，弁証法的論理 展開を ， キ リス ト教信仰の大き

な特徴 と見て い る．「最後 の 審判」や 「キリス トの 復活」

と言 う二 つ の 象徴 が 意味し て い る と こ ろ は ， 歴史 の あ

る側面を否定す る
一

方 ， 歴史的存在を明確 に 是認 す る
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キ リス ト教神学 に お け る歴史認識一仏教 とキ リス ト教 を比 較 して
一

と言 う こ とで あ D ，
こ こ に も弁証法的 な 概念設定 が あ

る．

（a） 最後の 審判

　「最後 の 審判 」が 表 して い る キ リ ス ト教 の 歴史観 と

は ， 第
一

に ， キ リス トが 歴史 の 審判者 に な る と言う こ

と ， 第二 に ， 歴史 に お い て は善と悪が 区別 さ れ る と 言

う こ と，第三 に ， 歴史上 に は い か なる成就 もな い ，と

い う こ とで ある．

（ウ） キ リス トの 復活

　肉体 の 復活 は，近 代 の 思 想 で は 最 も反 発 を 受 け る概

念で あ り，こ れ に代え て 霊魂 の 不滅 とい う概念が使わ

れ て 来 た ，ど ち らの 考 え 方 も，歴史 を超え た と こ ろ で

の 歴史の成就 を示 し て い て ， 誰 もが論理的 に 受け入れ

る もの で は な い ．し か し，復活 へ の 希望は．キ リ ス ト

教的歴史観の神髄の よ うな もの で あ る．
一

方 で は，永

遠 の 領域 で 現実 の 多様な 事柄が完成さ れ る こ と を意味

し，他方で は ， 歴史的存在の 基礎で あ る有限性と 自由

と い う要件は人 間 の 力 で は解決 で き な い 問題で あ り，

こ れ が 可能な の は神の み で あ る こ と を意味 す る．こ こ

で ， 人間 の 側 で な し得 るの は，信仰 あ る の み と な る．

人間 の 力 で は解決 で き な い 問題 を信仰 に よ っ て 解決 す

る姿勢が ， 歴史 の 意味 を よ り明確 に す る．

　人間 は，精神的な 自己認識 と物理 的な有 限性 を併 せ

持 つ 自然 の 産物 の
一

つ で ある．仏教 や 新プ ラ トン 主義

の 哲学で は ， 個 と全体の 普遍的な統合が永遠 の もの に

な る こ とが説か れ て い る．同様 に ，肉体 の 復活 と言う

キ リ ス ト教 の 教義は ， す べ て の 個体 が全体 と調和す る

限 りに お い て ，歴史的現実 の 全体，つ ま り歴史は 永遠

の 意味を持つ こ と に な る．

　復活 の 教義 の 難解 さ は，字義上 の 問題 ばか りで な く，

新約聖書の教義の 基礎 と な っ たユ ダ ヤ 教 の 黙示録 の 記

述上 の 不明確 さ か ら も来 て い る．歴史の 完成が時間 の

終末に 生ずる と し ， 正 し い 者の復活 は地上 に 至福 の 時

代 をもた らす，と さ れ た．そ し て ，この 完成の 中で 自

然 と時間の す べ て の 限界が超越さ れ る ，
と さ れ た．

  　歴史の終わ り と意味

　人間 の 運命 に つ い て の キ リス ト教的な解釈を理解す

る に は ， 究極の 成就 と い う見地 か らの 歴史 の 意味の 考

え方を理解する必要 が あ る．ニ ーバ ーは ， 究極の 成就

が 歴 史 に意味 を 与 え る と す る と，歴史 の 意味 の 内容は

信仰 に よ っ て 明 らか に な る ， と述 べ て い る． こ こ で 非

キ リス ト者に と っ て の 歴史 の 意味 と言 う課題が 出て来

るが，ニ
ーバ ーは これ に は言及 して い な い ．

　キ リ ス ト教的歴史 の 解釈 か ら歴史を検証す る に は，

永遠 と時間 と の 関係に あ る 二 つ の次元 を 区別す る必要

が あ る．第
一一

の 次元は永遠 は 「時間 の 上」 に あ る と言

う こ とであ り， 第 二 の 次元 は永遠は 「時聞の終わ り」

に あ る と言 う こ とで あ る．第一
の 次元 が 出 て 来 るの は，

永遠 が 生命 と は別個 の 秩序 で は な く，

一
時 的 な も の の

源泉だ か ら で あ る．人間は，自然や時間 の 流れ の 各部

門を記憶し
， 各部門 の ま と ま り と の 対 比 で 各部門 に 意

味を与え る が ， これ は神 へ の 意識 と 同様に な る．第 二

の 次元 の 永速 が 時間 の 終わ りに あ る とい うの は，歴史

の意味は終末な し に は 理解で き ない と言 う こ とで もあ

る．

　永遠と時間 との 関係が持 つ 二 つ の 次元 か ら， 歴史の

意味 に つ い て の 二 つ の 見方 が 出 て 来 る．第
一

の 次元 か

ら，歴史の 刻々 に 意味を 見分け られ る よ うに な る．キ

リス トの 犠牲 の 意味は，歴史 の 終末へ の 言及 が な くて

も理解で き る よ う に な る．第二 の 次 元 か ら ， 歴史 の 全

体像は最後 の 審判 か らの 視点 で そ の 全体像 の 理解が 求

め ら れ る過程 で あ る と言 う こ と が 出て来る．よ っ て，

歴史 を理解 す る に は，個別 と全体 の 両方 の 視点が 必要

に な る．

（1v｝ 歴史の 多様性 と統合

　キ リス ト教 で は ， 歴史 の 意味 は歴史 の 三 つ の 側面 か

ら解釈さ れ る．第一は，文明の 興亡 の中で見 られ る よ

うに ， 歴史は部分的 に 成就 さ れ る と言 う側面 で あ る．

第二 は，歴史が個人 の 生活の場で あ る と言う側面 で あ

る．第三 は ， 全体 と して の 歴史 と 言 う側面 で あ る．最

初 の 二 つ の 側面 を考え る に は ， 時間の 上 か らの見方が

中心 的 に な る．第三 の 側面 を理解す る に は，終末か ら

の 見方 が 中心 に な る．

けう 文明 の 興亡

　歴史 の 中で は ， 様々 な 文明 や ， 国 ， 政権が 興亡 を繰

り返す．歴 史 の こ の 側面 は ， 歴史 を上方か ら 見 る とよ

く理解出来 る．こ う した 見方が ， シ ュ ペ ン グラ ーや ト

イ ン ビーなどの 著作 の 中 で 多 く取 り上 げ られ た，シ ュ

ペ ン グ ラーは，自然 の 過 程 が 文明興 亡 の 唯
一

の 鍵 だ と

す る見方 を取 り ， 歴史 に は統合性 が な い と した．ニ ー

バ ーは， こ の 見方 に は 反対で ，様 々 な文明 に 共通す る

もの があ り ， こ の
一

つ として 自然 の 法則 を挙 げ， 歴史

の 持つ 自由は全 く幻想で あ る か ， 少 な くとも自然 に 従

属す る ，
と して い る ．そ の 点 で ，歴史 の 運命は，部分

的 に は 自然的要素の活力に よ っ て 決定 さ れ る．他方 ，

トイ ン ビ ーは ， 文明 の 興亡 に は 自然 の 要素 の 他に，歴
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史の新 し い 挑戦 に 対処す る社会組織 の 活力 を指摘 して

い る ．個人 の 生命 と は 違 っ て ，社会組織は絶え ず新し

い 生命に よ っ て補充さ れ ， 新し い 歴史的状況 に 絶 えず

適応 して い る．こ れが出来 な い 時 に ， そ の組織は 滅亡

す る．そ の 理 由は ， 人間の 可能性 の 限界 を超え て 何 か

をや ろ う と した り，専制政 治が行 わ れ た り ， 古 い 技術

を新 しい 問題 に 適用 し よ う と す る か ら で あ る．近代 の

技術文明 は ， 技術的進歩を最終的な善 と し て崇拝 した

時 に 滅亡 す る可能性 が あ る．

　 ニ
ーバ ーは ， 文明 の 衰退 は ， 様々 な人間の罪が関係

して い る と し て ，こ の 罪 を快楽の 罪 （sin 　 of 　 sensual −

ity） とプ ラ イ ドの罪 （sin　of　pride）に大別し て い る．

前者の 罪 に よ り歴史の 自由が 否定 さ れ，人間 は 自然 に

支配 され て し ま う．後者の罪に よ り， 人間の 自由が 過

大評価さ れ る．さ ら に ，自己 の 持つ 有限性 に 配慮せ ず，

歴史 の 完成 ま で 試み ， 帝国主義の罪 （sin　of　imperia ］−

ism）を も犯す．

　文明 の 衰退 に は
一

っ の 共通 の特徴 が あ P ， 文明を創

造し た ， そ の 自由に よ っ て ， 文明 が滅ぷ と言 うこ とで

あ る． こ こ で 重要 な こ と は，文明 の 活力 は歴史 の創造

性の証明 で あ る が，人間 の 潜在力 の 豊か さ は 神 の 恵 み

の 証明 で あ る と認識す る こ とで あ る．文明が栄え る中

で神の恵み の こ とが 忘れ去 られ，文明 の 致命的な過 ち

に より，そ の 文明は滅び る．

　歴史全体 の 意味，つ ま り文明 の 興隆 と衰退 の 中 に あ

る意味 を理解す る に は ， 人間の創造性へ の視点は適切

で は な い と して ，
ニ ーバ ーは，信仰 しか な い

，
と して

い る．歴史を超 えた永遠 の視点に よ り歴史の意味を解

釈し な け れ ぼ な らず，そ の 視点は 信仰 に よ っ て しか 得

られない
， と言 うの で あ る．そ の視点か ら見る と ， 歴

史は意味 に 満ち て い て ，人間の 生 と死 が超越 さ れ る．

（i） 個体 と 歴史

　個体と歴史と の関係を考 える と，二 つ の こ と が 言 え

る．第
一

に
， 個人 の創造性は 歴史上 の組織の繁栄に む

け られ る の で ， 個人 の 人生 の 意味は 歴史的過程と の 関

わ りか ら派生す る こ と で あ る．第 二 に， こ の創造性を

可能に す る人 間の 自由は 歴史を超越し ， 個人 は歴史 の

永遠性 と 直接 的 な 関係 に な り得 る こ とで あ る．こ こ で ，

人閭が 歴史的な責任 を真剣 に 果たすため に は，究極的

な終末 の 見地 か ら歴史 の 成就 の問題 を考 え る 必要が出

て来る．

　 こ うした関係 を念頭 に置き ，
ニ ーバ ーは 近代の プ ロ

テ ス タ ン トの 終末論 を 批判 す る．プ ロ テ ス タ ン トの 終

末論 は ， 個人 の 人生 の成就 を歴史の 「上 か ら」理 解し

よう とす る ，
つ ま り現時点 に 終末 をもた らそ う と す る

た め に ， 歴史 の 意味が 理 解出来 な くな る．こ の 終末論

で は，「終わ り」は歴史 の 上だ けに あ り， 聖書 の 中に あ

る 「終わ り」 の 概念が 曖昧に さ れ て い る．キ リス ト教

に あ る 他界 ， あ る い は永遠 の概念に対 し て は ， 近代の

哲学が様々 な批判を し た．近代哲学 の 大き な過 ち は ，

人生 の 意味を歴史の 中で 成就さ せ よ うと し て い る こ と

で ある．そ の典型 と して，人生 の 意味 を純粋 に 社会的

に 解釈 しよう と し， 個人 は共同体の 中で 人生 を成就さ

せ るべ き だ と い う考え方 が ある．しか し，個人 の 記憶

や 希望 は 共 同体 を超 え た も の で あ り， 個人 を共 同体の

中に包括す る こ と は 出来 な い ．共 同体 の よ うな歴史 的

過程 の 中 で 個人 の 人生 を成就さ せ よ う とす る こ と も ，

幻想を もた らす こ とが ある．

　個人 の 人生 の 問題 に 関 し て ， 新約聖書 は ， 歴史の 上

に あ る永遠 と ， 歴史の 終 わ りに ある永遠 と い う両方 の

概念 を示 して い る．新約聖書に あ る 復活の概念は ， 霊

魂の 不滅 よ り も個人 的 で あ り，社会的 な も の で あ る．

こ れが個人的 で あるの は， 不安 を抱 え る 肉体は復活 の

希望 に よ り不安 か ら解放 され ，自己 に 永遠 の 意義 を説

くか らで あ る．復活 の 概念が社会的 な関連性を持 つ の

は ， 自然的条件 と自然を超え る自由 との 間の 緊張 に よ

り出 て 来た概念 だか らで あ る．個人 と歴史的過程 と の

間に は，逆説的な関係が ある，つ ま り，人間各個人 は

あ らゆ る 瞬間に 永遠 と直面出来る が
， 自分の死で歴史

の終わ りに直面す る の で ある．

  歴史 の 統合

　個々 の 人間の 人生に意味が あ り， さ ら に ， それ らを

結集 した歴史全体 に は 究極 の 目的 （telos）が あ る と し ，

ニ ーバ ーは ， この 究極の 目的を考え る際 に 必要な もの

と して ，歴史 の 蓄積効果 へ の 視点 を挙 げ て い る．西 欧

文明 の 科学 や哲学 は ， ギ リ シ ャ の もの を基礎 に して い

る．ユ ダヤ ・キ リス ト教的な歴史 の 解釈 の根本は ， 古

代の バ ビ ロ ニ ア ，
エ ジプ ト，

ペ ル シ ャ な ど に 見 られ た

メ シ ア思想 で ある．継続 した文明間 に は，歴史 の 長 さ

に お け る統合が あ り ， 同時代の 文明間に は ， 歴史 の 幅

に お ける統合 が あ る．前者 の統合の 方が後者の もの よ

り明瞭 で あ る．近 代 の 西欧文明 の 歴史 は，近代 の 中国

の もの よ り， 古代 の ギ リシ ャ や ロ ーマ の 文明 と の結び

付きが 強い ，

　歴史 の長 さ に お ける統合が持 つ 蓄積効果は ， 幅に お

け る統合を 日々 増大さ せ て い る．近代の 技術文明 は，

他の多 くの 文明や文化 との接点を増 し， その こ とが世

界的な大戦 を もた ら して し ま っ た．ニ
ーバ ーは，この
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キ リス ト教神 学 に お ける 歴 史認識
一

仏教 と キ リス ト教 を比 較 し て
一

こ と を考慮 し，普遍的 な 文化 と か 世界政府 とか を 安易

に 歴史の 目的とす る意見に は 反対 して い る．同時 に ，

文明間 の 緊密化 を成果 の あ る も の に す るた め に，技術

的手段 の相互依存を高め ， 国際政治 の 改善が必要に な

る 。

　 こ の よ うな こ とか ら ， 歴史 の 幅 に お け る統合の増大

は，長 さ に お け る統合の
一側面で あ る，と言 い 得 る．

歴史に は成長を認め る こ とが 出来る．歴史は ， よ D包

括的な目的，よ り複雑化 し た 人的関係，技術力 の 向上，

知識 の 蓄積 に 向か っ て 動 い て い る．こ こ で ， 成長 の 意

味が 問題 に な る．近代 の 文化で は，成長 は進歩 を意味

し て い る が ， 世界的 な 戦争 の 経験 を 踏 ま え ，
ニ ーバ ー

は ， こ の 結論 に 反対 して い る．

　歴史 の 成長が進歩 と は 結び付か ない こ と を，
ニ ーバ

ーは，次 の よ うに 解 りや す く説 明 して い る．子供 より

大人 の 方が精神的な複雑 さ を持 っ て い る が ， そ の 複雑

さ が 精神異常 を もた ら し易 い よ うに ，歴史上 の 人的組

織， 例えば政治組織が大き くな れ ば ， 争 い の規模 も増

大す る．よ っ て ，歴史的 な成長 が あ り，世界政府 が 出

来た と して も， 国際的な安定が もた ら さ れ な い 可能性

も出て 来 る． こ れ を象徴し て い る もの と し て ，ニ ーバ

ーは ， 新約聖書か ら反キ リ ス ト （Antichrist）に っ い て

の 記述を取 り Eげて い る．反 キ リス ト者 の 記述 が 説 い

て い る の は ， 歴史と い う規範に対す る明白な否定が歴

史の 終わ りで行われる，と言 う こ とで ある．

　新約聖書の中の 反 キ リス ト者 とい う シ ン ボル は ， カ

トリッ ク が 自らの 敵 を さ す言葉 と して 狭 い 意味 で 使 っ

た た め に ， 究極 の 悪 は 究極の 真 理 の 腐敗 で あ る と い う

こ とが 曖昧 と なっ た．反キ リス ト者 の 意味 を曖昧 に し

た 点 を，プ ロ テ ス タ ン トの 宗教改革は カ ト リ ッ ク を批

判 す る論点と し た が，プ ロ テ ス タ ン トもカ トリ ッ クも，

反 キ リス ト者 と言 うシ ン ボ ル を
一

般的な歴史解釈 の 原

理 と して 効果的 に 使 うこ とは な か っ た．そして，こ の

シ ン ボル は ヒ ッ トラ ーな ど の 人物を指弾す る概念 と し

て 誤 用 さ れ た．同時代 の 悪 を反 キ リス ト者 と見 な す傾

向 は，黙示録 の 中 で も繰 り返 し出て 来て い る の で あ る．

　 キ リ ス ト教 の 正 し い 歴史哲学 の 中で は，反 キ リス ト

者 の シ ン ボル を同時代の敵を攻撃す る武器 と して より

も， もっ と適切な使 い 方を し て い る．新約聖書の 中で

は，未来が現在 よりも決 して 安定 し た もの で は な い こ

と を示す た め に， こ の シ ン ボル が使わ れ て い る．歴史

は，人 間存在 の 本質問題 を解決す る場 で は な く， そ う

した問題 が蓄積す る 場 で あ る．こ の こ と は，悪 が そ れ

自身 の 独立 し た歴史を持っ て い る ，
と 言う意味で は な

く，歴史 の 終 わ りに 現 れ る 悪 は 究極の 善 の 腐敗 で あ る，

と言 うこ と で あ る．

　 ニ ーバ ーの こ の 視点か ら考 え る と，近代 の 専制政治

は ， 専制政治の長い 歴史の最後の 産物で は な く， 成熟

した 文明 自身 の 崩壊 の 産物 と な る．近代 の 国際政治 の

混乱は ， 混乱の長い 歴史の 産物で は な く ， 秩序あ る体

制 が 崩壊 した もの で あ る．よ っ て ，歴史 に 於 け る 最終

的な悪 は ， 最終的な善に依存す る こ と に な る．キ リス

ト教 の 解釈 に よる と，最終 的な悪 は，キ リス トに 挑戦

し た もの か ， よ り小 さ な善 の ど ち らか に な る．前者は

罪人達 の 反キ リス トで あ り，後者 は正義 を持 っ た人達

の 反 キ リス トで あ る，よ っ て ， 歴 史 の 終 わ りに 現 れ る

反 キ リス トは ， キ リス トに よ っ て の み 打破 さ れ ， そし

て歴史が 終わ る．

　人間 の 歴史 の 中に 現れたすべ て の 事柄 は ， 新約聖書

に 出て来る終末論が表 して い る人 間の 運命 を実証 した

もの で あ る．しか し
，

ほ と ん どの 歴史哲学 は ， 終末論

が表す歴史の側面を曖昧に して来た．古代 の 歴史哲学

は
， 歴史 の 意味深 さを否定 す る か

， 僅か ば か りの 意味

し か認め な か っ た ．近代の歴史哲学は ， 歴史 の 統合を

強調す る が，歴史の 中 に あ る 蓄積 さ れ た 危険性 は 認 め

よ う と は し な か っ た．そ し て ， 歴史自体 に 人間 の 救済

を求 め た．こ うした歴史哲学 の 過 ち は ， 人間 の 終 わ り

を 人間自身の支配下 に置 くた め の 方法 を見 つ け出そ う

とす る欲望 に よっ て 促進 された もの で あ る．古代世界

で は ， 人間 の 精神を有限性か ら解放す る こ とで 自らの

終わ りを管理 しようとす る試 み が なされ ， 近代世界 で

は ， 歴史の 過 程 自体 を 人 間生 活 の 成就 の 保証 の 場 とみ

なそう とした． こ の 結果 をもた らした もの として ，
ニ

ーバ ーは，人 間 の プ ラ イ ドの 罪 の 表 れ で あ る 「う ぬ ぼ

れた想像」を指摘す る．

　人間の 歴史，特に ヨ ーロ ッ パ の 歴史で は，成長や拡

大 の 過程が明瞭 で あ っ たため に ， 成長 と進歩が混同さ

れ る とい う過 ち が 出て来た。しか し，人 間は有限性か

ら 自己 を切 り離す こ と は 出来 ない し， 歴史 も人間存在

の 基本的な問題 を解決 しな い ．歴史は，人間の 生死 と

い う基本的 な問題 を次 か ら次 へ と 新 しい 段階で 現出し

て い る だ け に 過 ぎな い ．人間は ， 自らの 問題 を 歴寅か

ら逃避さ せ る こ とに よ っ て ，あ る い は ， 歴史 の 過程 そ

の もの の 中で解決出来る と考え た と し た ら，そ れ は過

ち に な る．

　 こ こ で ，
ニ ーバ ーが説 くの は ， 人間 の プ ラ イ ド を抑

えた キ リス ト教信仰 を基礎 に す る と，人 間 の 運命 をよ

り正 し く分析出来る ， と言う こ と で あ る．キ リス ト教
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信仰 に よ っ て究極の 安定 を見 つ け出す こ と が 出来れ

ば ， 人間は 歴史の 中で誤 っ た 救済 を求 め な くな る．ま

た，こ の 信仰 に よ り人間 は歴史の 中の責任を喜ん で 受

け 入 れ る よ う に な る． こ の 信仰 を基礎 と す れ ば，歴史

それ 自体 が 成就 しな くて も歴史が 意味を持た な い と は

な ら な い ．人 間 の 運命に つ い て の 知 恵を持 つ か ど うか

は，人 間 の 知識や力 に 限界 が あ る こ と を謙虚に 認 め る

か どうか に 依っ て い る．人間が念頭 に置 か なけれ ばな

らな い こ とは ， 人間 の 無知 を補 う恵み が神か ら与え ら

れ る ， と言う こ とで あ る．

  　ニ ーバ ーの 人間観

　 こ こ まで は 人間が 作 り上 げ る歴史 に つ い て の ニ
ーバ

ーの 見解を中心 に見て き たが ，
こ こ か らは ， 歴史 の

一

要素た る 人間 を，ニ ーバ ーは ど う見て い る か に つ い て

簡単に言及す る こ と に す る
th5
．ニ ーバ ーが人間 の 本性

を ど の 様 に 見 て い るか で ，彼の 人 間観が 明らか に な る

と思 わ れ る．ニ ーバ ーは ， 時 と場所 に 関係 な く人 間 の

本性 と し て存在す る特徴と して ， 次の 三 つ を挙げて い

る．第
一

は ， 人間 に あ る動物 と し て の 基礎 で あ り， 第

二 は ， 自然を超越す る自由が 人間に は あ る と言 うこ と ，

っ ま り人間 に は 精神 が 重要 な役割 を占め る と 言 う こ

と，第三 は ， 人間の あら ゆ る行動の 中に は ， 人間の 自

然的 な 面 と精神的 な面が統合 さ れ て い る と 言う こ とで

あ る．

　人 間が真 に 人間的 に なるため に 実現 されなけれ ばな

らな い 可能性 と し て ， 「本性」と い う言葉 を使 う こ とが

あ る．こ の 意味 で 人 間 の 本性 を考 えると，人間 の 現実

の 姿 と あ る べ き姿 との 間 に は乖離が あ る こ とが 解 り ，

本性 を規範的な もの として 捉 える と， 本性 が 全 く人間

の 実際 の 生 活 に 無縁 の も の で は な い こ とが 解る．病気

の時の 人間も人間の 現実 で あ り， 健康な人間 も人間 の

現実だ か らで あ る．

　 プ ラ ト ン は，肉体的な もの を悪 と し，精神的 な もの

を善 と し た が ，
ニ ーバ ーは ，

こ の ような考 え方 で は，

人間 の 行動 や 思想 の す べ て の 中 に あ る 曖昧 と した もの

は解明出来ない と し ， 人間が 自然 の 子 で あ り， 同時 に

自由な精神 で あ る と言 う二 面性 を肯定 し た．こ れ ら二

つ の側面が組み合わ さ れ た曖昧さ が人間の 生活 の現実

だ か らで あ る ．一方で は，人間 は 他 の 動物の よ うに 自

然 に 包括さ れ て い る．自然 の 中で ， 人間は ， 時や場所

や 気象な ど の 制限 を受 ける．こ の こ と は，人間 が 「有

限」の 中で 生 き て い る こ と を意味す る．他方， 人間は ，

自然 の 限界を超越す るこ とが 出来 る．こ れが ，人間 に

あ る 自由な精神 と して の 側面 で あ る．人間は ， た だ．単

に 自分 の 衝動 や 環境 の 奴 隷 に な っ て し ま う の で は な

く， 人問の 理性や記憶力 に よ っ て 自然 の 過程 の 外 に 立

ち ，全体 を見渡す能力を持 つ ．こ うして ， 人間 は歴史

に影響を及 ぼ す こ とが出来 る よう に なる．ニ
ーバ ーは，

こ の よ うな こ と を人間の 有限性の 否定 と し て 捉 え る の

で は な く， 人間の 自由 と創造性 の 限界 が 不明で あ る と

考 える の で あ、る．

　人間 に と っ て最も素晴 らしい こ とは，人間が 自分自

身 を超越 出来る こ とで あ る．自分の行動の 中で 自分自

身を観察し ， 自分 自身 を判 断出来 る よ うに な る．こ の

自己超越 の た め に は ， 自由の行使が必要に な るが ， 人

間 は 自由を ど う使 うべ きか を決定出来ない ．こ こ で ，

自由 を行使 す る時の 価値判断の問題が 出て来 る．キ リ

ス ト教の 神学 で は，人間 の 自由は善 と して 肯定さ れ ，

「神 の 似像」 と し て の 人間 と い う考え方の 重要な要素

で もあ る，しか し， 人 間は ， 自由を善 の た め ばか りで

な く，悪 の た め に も使 う こ とが あ る．こ の こ と は ， 人

間 と 自然 との 関わ りの 中 で も出 て 来 る．キ リス ト教の

神学 に よれ ば，自然 は神 に よ る創造 の
一

部で ， そ れ 自

体は 悪 で は な い ．悪が 自然 の 領域 に もた らさ れ る の は ，

自由を持 っ た精神 と し て の 人間が ， 自然 を変質 させ る

時 で あ る．

　ニ
ーバ ーは，人間が 自然の 領域 と精神の領域 の 二 つ

に 同時 に属して い る とい う人間 の 本性 の 理解か ら，運

命決定論と自由意志論の 中間に あ る現実的 な人 間の 見

方を し ，
こ こ か らキ リス ト教現実 主義 を唱 え た ．入間

は ， 自然 も自己 も超越出来る が ， そ れ を繰 り返す うち

に，自然 の 中 に も，自己 の 中 に も自らの 存在 の 意味を

見出せ な くな る．＝ 一バ ーに よ れ ば ， 自分の究極の 意

味 を見出 す の に 大 き な役割を演ず る の が宗教 と言う こ

と に な り，
こ こ に キ リ ス ト教の 重要性を指摘 し て い る．

IV．おわ りに

　以上，比較文化 論的 な試み を しな が ら ， 仏教 とキ リ

ス ト教 の そ れ ぞ れ の 宗教的特質 か ら判断 して ，両者の

歴史認識 に は ど の様 な違い が出て来る の か に つ い て考

察し て 見 た．仏教 に関 して も ， キ リス ト教 に っ い て も

本稿 で 取 り上 げた内容 で は不十分 な と こ ろが あ る こ と

は認識 して い る．そ れ で も ， 歴史 の 点 の 中 で 歴史 と関

わ る 仏教 と， 線 として 歴史 を見 る こ と で そ の 意味を考

え る キ リ ス ト教の特徴は明ら か に 出来たの で は な い か

と 思われ る，本稿 で は
， キ リス ト教 の 歴史認 識 を ニ

ー

バ ーの 思想の 中か ら取 り ， そ れ を紹介す る とい う形 を
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キ リス ト教神学 に お ける 歴史認識
一

仏教 と キ リス ト教 を比較 し て
一

取 っ た．ニ
ーバ

ー
の 著作 は 非常に 難解で あ り，本稿 で

紹介 した 内容 で は 彼 の 言説 の 上澄 み しか取 っ て い な

く ， そ の根底に ま で 至 っ て い な い 可能性が あ る こ と を

付記 した い ．本稿 で 取 り上 げた部分 は ，
ニ ーバ ーの 思

想の ほ ん の
一．一
端 に 過 ぎな い の で ，今後 も彼 の 思想 の 紹

介 を続 け て 行 くつ も りで あ る．

注

注 1　 仏教の 基本的教理 に つ い て は，1」」折哲 雄監修

　　「世界宗教大辞典』 （平 凡社 ， ユ991年） 1648〜1649

　　頁参照．

注 2 　ラ イ ン ホ
ー

ル ド ・ニ ーバ ー
に つ い て は ， ア メ リ

　　カ 学会訳編 「原点 ア メ リカ 史』第五巻 （岩波書店

　　1959年）657〜663頁 に長清子 氏の 簡潔な説明 が あ

　　る．引用文 は，同書660頁 か ら．

注 3　 前掲書 ， 662頁．

注 4 　Reinhold　Niebuhr
，
　 Tlze八Jatttre’and 　 DestinJI

　　Of　Man ，　 Vo1．II（New 　York ：Charles　Scribner’s

　　Sons，1943），pp．287−321を参照．

注 5　ニ ーバ ーの 人 間 観 に つ い て は ， Reinhold

　　Niebuhr，　 Tlte　 Nature　 and 　 Destiny　 of 　 Man ，

　　Vol．1 （New 　York ：Charles　Scribner’s　SQns，

　　1941）を参照．本稿 で 取 り上げた の は，彼 の 人間観

　　の ほ ん の
一
部で ， そ の全体像の ま とめ に つ い て は

　　今後の 課題 と した い ．
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