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佐久間　　　重

Atsushi　SAKUMA

　本論は，ライ ン ホル ド
・

ニ
ーバ ーが 彼 の 著作 『入間 の 本性 と運命』の 中で 十字架 Eの イ エ ス に つ

い て どの よ うに 解釈 し て い る か を 詳 述 し た もの で あ る．ニ ーバ ー
の 見解を 明 らか に す る こ と に よ り，

彼の 神学 の特徴を明確 に する こ とを狙 い として い る．「第 二 の ア ダ ム 」 と し て の キ リス トとい う教

義 は，キ リス ト教 が 歴 史 の 現実と深 く関わ っ て い る こ とを象徴 し て い る．各 々 の 人間 は ， 他 の 人や

集 団との 調和を求めるが ， こ の 際 に は歴史的 な現実 よ りも深 い 次元 で 調和が維持 されな けれ ばな ら

な い ．こ の 次元を提供する の が
・
卜字架上 の イエ ス の よ っ て 示 された犠牲的な愛 （ア ガペ ー）で ある，

とニ ーバ ーは 強 調し ， キ リス ト教の 信 仰と歴 史的現実 との 関わ り方を示 し て い る．

　　This　paper　deals　with 　the　meaning 　of 　the 　cross 　according 　to　Reinhold　Niebuhrls　description　in　his

famous　bQok
，
　The　Nature　and 　Destiny　ofMan ．　 By　showing 　how　Niebuhr　interprets　the　cross ，　the　basis

of　his　theology 　is　also 　to　be　described．　 Niebuhrls　interpretation　of 　the 　cross 　is　summarized 　as 　follows：

The　Christian　doctrine　of 　the ”

second 　Adaml’

symbolically 　shows 　that　Christianity　ls　deeply　related 　to　the

facts　of　history．　 Each　persQn　seeks 　harmony 　with 　the　other 　indivlduals　or　the　group，　and 　on 　this　occasion

this　mutual 　love　nlust 　be　maintained 　in　the　dimension　deeper　than　historical　realities．　It　is　the　sacrificial

love，　namely 　agape ，　shown 　by　Christ　on 　the　cross 　that　provides　this　dimens王on ．

キ ーワー
ド ：十字架の意味 ， 歴史認 識 ，　 ラ イ ン ホル ド・ニ

ー
バ ー

　　　　　　meaning 　of 　the　cross ，
　views 　on 　history

，
　Reinhold　Niebuhr

1 ． は じめに

　本論 で は，こ れま で に 引き続きライ ン ホ ル ド・ニ
ー

バ ー
の 思想を取 り上 げ ， 彼の 歴 史の見方 ，

つ ま りキ リ

ス ト教神学者 と して 歴 史をど の よ うに 解釈 して い るか

を紹介する こ とにする
1〕．2004年に映画 『パ ッ シ ョ ン 3

が公 開 され，審問 中の イ エ ス に対する残酷な仕打ちに

賛否の 意 見が 出た．特に鞭打 ち の 刑が余 りに も残酷で

ある と し て非難の 声が 上 が っ た．イ エ ス へ の 残酷な仕

打ち に こ そ ， 敬虔な カ トリ ッ ク で ある メル
・ギブ ソ ン

監督が こ の 映画 に 込 め た意図 が 読み取れる．イ エ ス が

残酷な仕打ちを受けれ ば受ける程 ， イ エ ス が 引き受け

た犠牲は大きくな り，人間 に 対する愛の 大き さが 解 か

る の で ある．こ の 点は ， キ リス ト教信仰に 対する関心

が 薄い 場合には，な か なか 理解が 出来な い と こ ろ で あ

る．こ の イ エ ス の 犠牲 的な愛に つ い て ， ラ イ ン ホル ド・

ニ
ーバ ーが どの よ うに解釈 し て い る か に つ い て ， 以 下
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で は ラ イ ン ホ ル ド ・ニ
ーバ ー

の 論述 に 沿 っ て 詳 し く紹

介する こ とにする
Z｝
．

耳 ． 十字架が 明 らか に する歴史の 可 能性

1 ．十字架の意味

　ニ
ーバ ー

が考えるキ リス ト教信仰 で は，歴 史に対す

る神の 統治 を明 らか にする キ リス トが ， 人 間の 本性 の

規範 も現 して い る．こ の こ とは ， 歴史が持 つ 意 味を明

確にする ．つ ま り ， 神は ， 歴 史の 中 の 善悪 を 判 断す る

が，他方，神は 自らの 恵み によ り人間が罪深 い 腐敗 を

克服 で き る よ うにする．人 間 の 本性の 規範 と し て の キ

リス トは，歴 史 に お ける人間 の 最終的な完成 の 姿 を意

味する、こ れ は ， 犠牲的 な愛 （ア ガ ペ ー） の 完成で あ

るが ， 人間が歴 史 の 中で は容易 に 達成 で きな い こ とも

示 して い る．

　人間が 自己 の 利 益 を他 人 の た め に 犠牲 に す る こ と

は ，人生を合理 的な歴史 とい う視点で の み 理 解され る

時に は 不可能で ある．人生が合理的視点を超越す る次

元 をもっ と理 解 され る時 に ， キ リス ト教信仰 の 犠牲的

な愛 とい う逆 説的な意味が明確 に なる．イエ ス が 自 ら

に 従 う人達に 約束 して い る報い が 「復活」 で あ り， 犠

牲的な愛は，人間 の 相互的な愛 （エ ロ ス ） に 関連性 を

持っ ．人 間は ， 1一字架．Eの犠牲を倫理 ヒの最高 の シ ン

ボ ル として 考 えるよ うになる．人間は，自己 よりは他

人 に関心 を払 うこ とが ， 現世的な利益以上 の こ とをも

た らす こ とを経験か らも知 るが，こ の こ とを
．．．
層 明確

にす る の が 十 字架 に よ っ て 現 され た キ リ ス ト教 の 啓 示

で あ る．

2．犠牲的な愛 （ア ガペ ー
）

　キ リス トの 無罪性 とい うキ リス ト教 の 教義を理解す

る こ とに よ っ て ，

一
方向 の 犠牲的な愛 と双 方 向 の 相互

的な愛とい う関係が 明 らか に な る ．こ れ は，イ エ ス は

人間的 で あ り， 同時に神的 で ある とい うこ とを宗教的

に も道義的に も意味ある もの にする．イ エ ス は 人間的

特性 を もつ の か ， それ とも神的な特性 を持 つ の かはキ

リス ト教思想の 中で 度々 論争とな っ た もの で あ る．

　 ニ
ー

バ
ー

が十字架 の 表 す意義 を解釈 する時 の 基 点

は ， 神の 愛 （ア ガ ペ ー）が 歴史を超越 し て い る とい う

こ とで ある．神 の 究極 の 気高 さは，歴 史 の ロ ゴ ス を越

える 自由の 中にある。こ の 自由に より， 神は 人間の 罪

や苦悩 に関わ る．ア ガ ペ ー
は，神 の 究極 の 気高 さと1司

時に，歴 史との 関わ りを現し て い て ， 人間の 最高の n∫

能性 を示す．キ リス トの 中に ある神的なもの と人間的

な もの との 関係は，矛盾 して い るの で はな く，一
体的

な もの で ある．神の 究極の 気高さと無欲さ は ， 悲劇的

な結末の 巾で そ の 意味を現す．無欲な愛は ， 歴史的現

実の 中で は持続 が 困難だ か らで あ る．キ リス トの 中に

ある神的な もの と人問的な もの との 対比は ， ギ リシ ャ

思想にあ る実体の あ る もの とな い もの との 対照 で は な

く， 神の 中に ある力と善良さ との 対照で ある．歴史の

中で 神が善良さを現す時 が あるが ，

』
歴 史の 中にあ る争

い に 神 は 力 を 行使す る こ と は な い ．

　イ エ ス の 究極 の 完全 さを象徴す る もの として 十字架

を理解す る時，キ リス ト教信仰 は ，そ れ を合理的 に 説

明 しよ うとする見方 よ り深 さが 出る，とニ ーバ ーは 言

う．キ リス ト教信仰 に よれば，エ ゴ とエ ゴ の 罪深 い 争

い が超越 され る点 として 十字架が捉え られ て い る．多

くの 神学者達 は ， こ の 究極の 完全 さを形而上学的か律

法主義 的 に 解釈 しよ うとした．こ うした 神学 が イ エ ス

の 完全 さを形 而上学的 に解釈する時 に 強調 した こ と と

し て ， 処女懐胎 の 教義があ っ た． こ れ に は困難 さが あ

り， それ を補 うた め に 聖 母マ リア の無欠性が説か れた．

　 ニ
ーバ ー

は，キ リス トの 無謬 性 に 関する プ ロ テ ス

タ ン トの りベ ラ ル 神学的解釈の
一

つ と して ， フ リ
ー

ド

リ ッ ヒ ・
シ ュ ライ エ ル マ ッ フ ァ

ー （／768−1834）
3）

の キ

リス トの 「善良 さ」 の 理解を挙げて い る．シ ュ ラ イ エ

ル マ ッ ハ
ーは，イ エ ス は 人間 と同様に あらゆ る点で 神

か ら試され たが ， 罪深い こ とは こ とは しな か っ た ， と

述 べ て い る．こ れは，聖書にはな い こ とで あ る．そ し

て ， 試 され る こ とは ， あ る 意味で 罪 を 犯 した こ と を 意

味する．歴 史 の 中 に あ る人物 の す べ て の 行為 に つ い て

無謬性を主張する こ と は 不 可能な こ とで あ る ．

　イ エ ス の 人生 は，自己 の 意志 で 自己 の 生命 を管理

で きな くな る 白己 否定 の 行為 の 中 で ， 最高潮に 達す

る．十字架 は，個人 の どんな行為よ りも愛 の 完全 さを

象徴 し て い る。つ ま り， 1一字架は ， 正 義の あ らゆる形

を超越す るア ガ ペ ー
の 完 全 さを象微 して い る．十字架

は ， 他の 人 との 調和よ りも ， 神的愛 へ の 服従を求め る．

他 の 人 との 調和は，歴 史 の 上 で 望 まれ る目的 で あ っ て

も ， 究極の 規範で は な い ．他方， 人間は 自然の 制約 を

受け て も，全 く制約され て い る 訳 で はない ．人間の 精

神は ， 自然条件を無制限 に 超越する．自分の 人生を犠

牲 にする可能性 が 常 に存在する．こ の 可能性 が ，自分

の 人生 を失 うこ とは ， それを手に 入れ る こ とに繋がる

とい う確信 に結び付 く． こ れ を手 に入れる こ とは，「永

遠」 に有効で あ る精神の 完全 さを手に 入 れる こ とで あ

る．こ れは，歴史 の 現在 の 条件 を超 えた と こ ろ で ， 人

一66一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Nagoya Bunri University

NII-Electronic Library Service

Nagoya 　 Bunri 　 University

キ リス ト教 神学 に お ける 歴 史認識

生 を測る時に の み意味を持ち うる．ただ し ， 人生をそ

うし た次元 で測 るの は ， 信仰 に よ っ て の み可能 で ある．

こ の よ うに，ニ ーバ ー
は，信仰 の 意義 を強調す る．

　 信仰に よ る完全 さを ， 単純に
一

つ の 歴 史的事実に

結 び付 けよ うとす る こ とは，人 間を不 合理 さ へ と導

く．十字架上 の ア ガペ ーの 完全 さは，歴史に 還元する

こ とは 出来ない ．こ うし た こ とは す べ て
， 信仰とい う

知恵によ っ て 理 解 される もの で あ る た め に ， 知識の あ

る入たち は 触れ よ うと し なか っ た．そ れ で も，十字架

が 象徴する倫理 的な意味 は ， 歴史 上 の 人間 の 実際 の 姿

を 明確に し ， 歴史上 の 問題に解答を与える．そ の 意味

で ，人間 の 規 範となるべ き 「第 二 の ア ダム 」 として の

キ リス トとい う教義は ， 自然崇拝の 宗教と啓示 的宗教

との 中間 に ある．信仰 に よ っ て の み ，
「第 二 の ア ダ ム 」

が持つ 意味の 論理 的結論を引き出す こ と が出来る．

3 ．キ リス トの 完全 さと歴 史 との 関係

　 ニ
ーバ ー

は，キ リス トの 完全 さと歴史 との 関係 を捉

え て ， キ リス ト教が 歴史をどの よ うに 解釈する か を説

明 して い る．キ リス トの ア ガペ ー
は，神の 愛と人間的

愛の 両方を表 し て い る こ とを認識する と， キ リス ト教

の 歴史 の 解釈 の 重要な原則が明 らか に なる．そ の た め

に ， 次 の 二 つ の こ とを考察する．それ らは ， （一）キ

リス トの 完 全 さと歴史 の 始 ま りとの 関 係，〔二 ） キ リ

ス トの 完全 さと歴史 の 実体 との 関係で ある．

（一〉 キ リ ス トの 完 全 さ と歴 史の 始 ま り と の 関係

　 キ リス トが人 間性 の 完 全 な規 範 で あ る とす る考 え

は ，キ リス トは 「第 二 の アダム 」 だ とする 聖 パ ウ ロ の

言葉に 表 され て い る．ア ダ ム が堕落する前 に 持 っ て い

たすべ て の 徳を， キ リス トは 持っ て い る．キ リス ト教

の 神学 で は ， キ リス トの 完全 さとの 関係 で 人間生活 の

理想的可能性を定義する．堕落前 の ア ダム の 状態を 「完

全 さ」 と 「潔 白さ」 の 両方 で 定義す る こ とに よ り， 歴

史の 解釈 に逆説的な特徴 が 出て くる ．原初の善良さは ，

自由に よ っ て 破壊 され て い な い 生命 と生命 の 調和 で あ

る限 り， 潔白さを表す．こ こ で ，
ニ ーバ ーは ，

ヘ ーゲ

ル （1770 −1831 ）
4）

の 歴史哲学に 言及する．へ
一

ゲ ル は，

原初 の 善良 さは歴史的徳と悪が 派生する前の 歴史的状

態 で ある ， と考 えた．ヘ
ー

ゲル に よれば，堕落は 徳 の

必要条件 で あ り， 罪深 い 自己主張 は自由の ドで 調 和 の

取れ た生活 の 始 ま りとなる．また，潔 白さは 自由 の な

い 生活が調和 した もの で あ り， 相互 の愛は 自由の な い

生活が調和 した もの となる．こ れに対 して ，
ニ
ーバ ー

は ， 犠牲的な愛は罪深 い 歴 史の 限界 を超えた と こ ろ で

の 魂 と神 との 調和で あ り ， 人間の 特質が 自己超越に あ

る とい うこ との 理由を表すた め に原初の潔白さとい う

シ ン ボル を使 うこ とは出来な い ，と言 う．

　他方 ， 人間 に 自由がな くて調和 して い る とい う歴 史

的状態 も考えられな い ．未開社会 で も生 活が調和 して

い な い こ とは ， 今日で は 十分理 解され て い る．未開社

会で も個人 は集団 か ら開放され て お らず ， 集団 の 統
一

が 維持 され て い る．未 開社会の 人 間 が 自由 が な い と感

じるの は ， そ の 人間が 既に自由 の 感覚を持 っ て い るか

らで あ る．未開社会の 統
一

の維持に は 抑圧 が 出 て くる．

よ っ て ，米開社会 に は，既 に 専制的抑圧 と無政府 的対

立 の 萌芽が含まれ て い る．歴史が 創られる所 に は 自由

があ り， 自由がある所 に は罪悪がある．原始社会の相

互 依存性は ， 人 と人 との 愛情関係 の 見本にな っ て い る

が ， それが正 し くは な い の は以上 の よ うな理 由か らで

あ る．同様な こ とは，子 どもの 潔 白さにっ い て も言え

る．子どもは ， 自己 認識を発達 させ る に つ れて ， 自己

中心 的に な る ．こ の 様に ， 子 どもは全く潔 白 で ある と

は 言 い 得 な い ．子 ど もが持 つ 二 面性 は，キ リ ス ト教 思

想の潔 白さ に っ い て の 見方を明 らか にす る．子供 の

善良 さで 神 の 王 国で 実現 されるべ き完全 さを象徴 した

が ， 子供で も罪深 い 腐敗 に 巻き込 まれ ， 救済が必要だ

と して い る の が，ア ウグス テ ィ ヌ ス 以来 の 正統派神学

者達の 考え方で ある．

　キ リス ト教 で は，人間 の 歴史の 全体像 は ， 最初の ア

ダ ム と第 二 の ア ダ ム と し て の キ リス トとい う二 つ の 象

徴 に よ り定義 され て い る．最初の ア ダ ム で 象徴された

こ とは，人 間 の 歴史 の 規 範の
一

部が 自然界 で の 生命 と

生命 の 調和 の 中に ある とい うこ とで ある．第二 の ア ダ

ム で象徴 された こ とは，壓史に対する人間 の 自由を認

め ようとす る こ とで ある．しか し ， 歴史の 中で 実際に

達成された こ とは ，生命が 他 の 生 命を従属 させる とい

う悪 の 汚れ を持 っ て い た．よ っ て ， 歴史の 中で は ， 人

間 は純粋に倫理的 で あ る 規範を持 ち得な い ．規範 とな

るべ き入間 は ， 犠牲 的な愛 を持つ 神的な入間で ある．

キ リス ト教で は ， 原初の 無邪気さの み で 人 生 を解釈す

る こ とはな い ．キ リス ト教で は，原初 の 無邪 気 さに 十

字架上 の 悲劇的な完全さを結び付けた解釈が行われ て

い る．

（二 ）キ リス トの 完全 さと歴史 の 実体 との 関係

　キ リス トに お ける 歴史 の 意味の開示 が 歴史に つ い て

の
一般的な見方に対 して 持つ 意義 として ，ニ

ーバ ー
は，
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次の 二 つ を指摘す る．第
一

は ， キ リス トに お ける歴史

の 意味 の 開示 が ， 歴史 につ い て の
一

般的 な 意味 の 不完

全 さを補 うとい うこ とで ある．第 ：二は ， 歴史の 意味に

対する感 覚を研 ぎ澄 ます し，人間 の 歴 史解釈 の 過 ちを

正 すとい うこ とで ある．

　第
一

の 意 義 は，十字架 に よ っ て 象徴 され た犠牲的な

愛 （アガ ペ ー）が 人間 の 倫理観 か ら出 て くる相互的な

愛 （エ ロ ス 〉 の 不完全 さを補 うとい うこ とで ある．相

互的な愛は，自己を視点 とした人 との 関係付け で ある

た め に，絶 えず阻害 され る こ とが ある．ニ
ーバ ー

は，

こ の 点 をデイ ヴィ ッ ド
・ヒ ュ

ーム （1711−1776＞
5）

の 論

述 を使 っ て 明 らか に す る．ヒ ュ
ー

ム は，相互 的な愛

の 可能性 を論じ ， そ の 愛に よ り人 類 が 一つ の 家族 の よ

うに なれ る，と言 う．しか し，ヒ ュ
ーム の 主張 に 欠け

て い る点と し て ニ ーバ ーは ， 犠牲的な愛と相互 的 な愛

との 聞 に ある関係 を理解 して い なか っ た こ とを指摘す

る．ヒ ュ
ーム が社会的な道徳 と して ， 人間が他人 と可

能な 1垠 り最高 の 調和を求 め な ければな らな い と述 べ て

い る こ とは 正 し い が，歴史 の 中に存在する相互 的な愛

は ， 社会的な利益 を冷静 に 計算す る こ とで 出 て き て い

る，とい うこ とをヒ ュ
ーム は 理解 して い な い ， とし て

い る．歴史 の 中に は ， 同胞愛 に よ っ て 確立 され た組織

が い くつ か あるが ， こ れ らは 神の 意志 へ の服従に よ っ

て 可能 とな っ た ．より普遍的な 同胞愛を確立す るた め

に アガ ペ ー
を歴史の 中 で の 同胞愛の根底 とみ なし て い

る点 で ，ル ネサ ン ス や啓蒙思想，さらに は社会的な り

ベ ラ リズ ム やキ リス ト教の リベ ラ リズ ム の 見方は 正 し

い ．人聞 の 白由は，同胞愛 へ の 制約 を取 り払お うとす

る か らで あ る．ア ガペ ーは ， 歴 史の 中に あ る 可能性 と

矛盾する もの で はな い ．あらゆ る社会は，社会 の 安全

の 要素 と し て ア ガ ペ ー
の 原 理 を 取 り入 れ て い る．

　 第 二 の 意 義は ， 歴 史 の 意味 に 対す る感覚を研 ぎ澄 ま

す とい うこ とで あ る が ， こ れ に よ り， 人間の 歴 史を解

釈す る時 に，超越的 な規範 を単な る可能性 とみなす過

ちを防 ぐ こ とが出来る．ニ
ーバ ーは，こ の 過 ちをキ リ

ス ト教 の 偏 っ た見方や，ル ネサ ン ス や啓蒙思 想な どの

世俗的な考え方 の 中に見出して い る．特に ， ア メ リカ

の キ リス ト教 の リベ ラ リズ ム や，マ ル キ シ ズ ム の 中 に

こ の 過ち を見て い る．キ リス ト教の 偏狭的な人たち は

神の 恵み を神聖 化し，世俗的な リベ ラリス ト達 は普遍

的な教育 の 力を過大評価 し，マ ル キ ス ト達 は社会 の 再

構成をめ ざ し，相互 的な愛と犠牲的な愛とが合致する

程 に 人間生 活を引き上 げられ る と信 じ た．形 式的な平

等か ら真 の 平等を 目指 し た レ
ー

ニ ン の 主張 は，「神 の

王国 」 の 世俗版 で あ る．レ
ー

ニ ン の 考 え の 根 底 に は，

罪深 い 利 己 主 義は ， 社会の 階級 に 起 因す る とい う見方

があ っ た．世俗的な リベ ラ リス ト達は，普遍的な教育

に よ り各 々 の 人 間 が 他 人 の 利 益 を 自分 の もの と同様 に

考えられ るよ うに な る ， と した．浅薄 なキ リス ト者た

ちは，神の 恵み に よ り現実の 罪悪を打破で きる と考え

た ．

　 こ う し た過 ち に 対 し て ，深 遠 な キ リ ス ト教 信 仰

は ， 十字架の シ ン ボ ル は 相互 的な愛が歴史 の 本質を変

える こ とが出来 な い こ とを明 らか に して い る，とニ
ー

バ ーは 述べ て い る．十字架は ， 歴史の 可能性 と限界 を

明確 に して い る．人 と人 とが閧わる ときは，自己犠牲

が 難 し く な る ．十 字架は ， 人 間 の 善性 と は か け離れた

究極 の 善性を象徴 してい る．歴史的現実は ， 自己主張

と罪深 い 愛の融合 の 現実で あ る．こ の 点が，近代 の 歴

史 の 解釈 で 瞹昧 に された歴史 の 側面 で ある、

4．キ リス トの 完全 さと永遠 との関係

　ニ ーバ
ー

は ，
「第二 の ア ダ ム 」 と して の キ リ ス トと

い う教義 に より， ロ マ ン 主義や進化論 的楽観主義や神

秘主義の それぞれ の 主張を論破 して い る．そ の
一

つ と

して ，マ イ ス タ
ー ・エ ッ クハ ル ト （1260 −1328）6〕

の 説

く神秘主義に言及する．人生 の 目標がア ダ ム の潔白さ

とは関係付けられず，創造の 前あ っ た とされ る統
一状

態に設定され て い る．合理 主義や神秘主義的な考え方

の
一

つ の 傾向と し て ，永遠を沈思黙考する こ とが歴史

の 中で の 完全 さで ある として 捉える こ とが あ っ た．ア

リス トテ レ ス や プラ トン の 影響 を受けた 中世 の キ リス

ト教で は ， 愛の 実践よ りは 沈思黙考が尊重 された．つ

ま り，ア ガペ ー
よ りはグノ

ーシ ス （霊 的知識）が究極

の 目標 と され た．肉体化 された ロ ゴ ス で あ る 「第 二 の

ア ダ ム 」 とい うキ リス ト教 の 教義は ， 歴史 か らの 逃避

に 反 対す る ．人間 は ， 自由の な い 統合体で もな く， 活

力 の な い 自由 で もな い，とされ て い る．自然 の 隈界 の

中で も ， 神の 中 に究極 の 完全 さを見出す 自由を入間は

持 っ て い る．神は，永遠 の 無欲 さの 中 で はな く，苦悩

す る愛の 中で 神聖 さを現す ， とされ て い る．新約聖書

が 規範 とす る 道徳的完 全 さは ，思想 が 行動 を超越す る

時で は な く， 犠牲的 な愛が相互的な愛を超越する時に

達成 され る ，キ リス トが 歴史 を超越する の は，思想 に

よ っ て で はな く， 行動 に よ っ て で ある．歴 史 の 巾で キ

リス トは 行動し，歴 史を超越 した．

　キ リス ト教 に お ける愛 の概念は ， 非常に 大 きな権威

を持 っ て 来た．神秘主義者や合理 主義者は，こ の 愛を
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キ リス ト教神学 に お ける歴 史認識

神に 対す る愛 と して 解 釈するた め に ， キ リス ト教 の 正

統派が反駁する の を困難に して い る．神秘主義や合理

主義で は ， 神 の愛が 歴 史に お ける 同 胞愛や共 同体愛で

もある こ とが理解 されな い ．そ の 例 として ，ニ
ーバ ー

が挙げて い る の が 中世カ トリッ ク の神秘主義者で あ る

「十字架 の 聖 ヨ ハ ネ 」 （1542−1591）
η
の 論述 で ある．彼は，

隣人 へ の 愛を神 の 愛か ら除外 したが ， こ れ は キ リス ト

の 愛の 解釈 と矛盾す る．また，神秘主義者 は ， 被造物

の 善良さを曖昧なもの に し，人間 の 究極の 完全さを神

聖 さへ の 融合 と同
一視し た．

　 ニ
ーバ ー

は ， 自 ら の 論 理 の 弁 証法 的特質 を聖書 に

よ っ て 強 固な もの に して い る ．聖 パ ウ ロ は ， 信仰心 の

深 い 人で あれば，どんな に 低俗 な職業 に つ い て い て も，

それ に 価値 あ る 生 活 が 送 れ る ， と説 い て い る．すべ て

の 人間 の 中 に
一

人 の 神，父が い る ， と して い る．聖 パ

ウロ は ， 歴 史とキ リス トの 完全 さ と の 関係に つ い て の

聖書の概念 を述 べ て い る．こ の概念 は ， 歴史 の 規範 を

余りに も単純に 歴史の 中に置く理論や，永遠 の 完全 さ

を歴 史とは無 関係な もの とす る理論に よ っ て絶えず脅

威に晒 されて い る．こ うし た神秘主義的な異説 は ，逆

説的 に ， キ リス トの 愛に つ い て の 概念 が キ リ ス ト者の

生活 の 中で どの ぐらい 大きな意味を持 っ て い るか を明

らか に す る．キ リス ト教 の 啓 示 で 示 され る神は，世 界

か ら切 り離 され てい る訳 で はな い 、人問 に とっ て の 最

高 の完成 は ， 神 の 意志 の 下 で，自由な自己が R由な他

人 との 愛 の 調和 を達成する こ とで ある．

皿．おわ りに

　ニ ーバ ーの 論 述 を要約す る と ， 次の よ うに な る で

あろ う． 「第 二 の ア ダ ム 」 とい うキ リス ト教 の 教義 は，

キ リス ト教が歴史的現実 に 深 く対応 して い る こ とを表

し て い る．潔 白の 状態を有史以前 の 状態 に 対感 させ る

と， すべ て の 生命が調和 し て い た状態が考 え られるが，

こ こ で は，どの 人間 も集団も歴 史的過程に対する 自由

を持 っ て い な い こ とが解かる．他方 ， 人間が全 く自然

の まま の 状態にあ っ た こ とは な く，潔白で あ っ た こ と

もな い こ とも明 らか で ある．人間の 自由が拡 大する に

つ れ て，善悪も大き くなり，個人や集団は他を犠牲に

し て 自らの 安全 を得よ うと し て来た．自由が 拡大すれ

ば，人間社会 の 中に よ り大きな同胞愛に基 づ く機構 を

作 り 出せ る．こ の 同 胞 愛 に 基づ く人 間関係 が 生 活 を 律

する法 に もな る．こ の 場合 ， 入聞 の 精神の 自由が 重要

に なる．同胞愛が大き くなる に つ れ て ，他 を支配 し よ

うとする腐敗も生 じ る ．こ の 同胞愛の 腐敗は ， 愛の 法

とは 対 照をなすも の で あ り， こ の腐敗を取 り除くよ う

な歴史 的発展 はまだ生 じて い な い ．そ の た め，愛 の 法

は ま だ 歴 史の 規範に は な っ て い な い ．

　人間は，歴史的経験か ら個 人や集 団が他 との調和を

求め て社会的対応を図 っ て行 くが，こ の 相互 的愛 の 対

応 は ， 歴 史 の よ り深 い 次元か らの視点が なければ維持

で きな い ．こ の 次元 を提供する の が 十字架 上 で 現 され

た犠牲 的な愛 （ア ガ ペ ー
） で ある．ア ガ ペ ーは ， 歴史

的な正 当化 を求めな い ．他者 へ の 関心が相互的な反応

を求め な い 限 り， 実際の歴史の 中 で もアガ ペ ーが 活 き

て 来 る．自然 の 中 に ある人間 の 問題を厳密に検証す る

と ， 人 間 の 精神 の 自山に よ っ て ，歴 史 は それ を超 えた

とこ ろを目指す こ とが明 らか に なる．しか し ， キ リス

トや十 字架 が 明 らか に する 目標 は，人間 が 歴史的 に 経

験 し た も の で は な く ， 信仰 に よ っ て 得る もの で あ る．

キ リス トの 啓示 は，倫理 の 視 点 か らする と愚か に 見 え

る とこ ろもあるが ， 啓示を受け入れ る と， 歴史の 中に

ある倫理 の 問題 を正 し く解釈 出来 る．啓示 に よ り，人

間は 自らの 経験の 中に ある二 つ の要素を正 し く把握出

来る よ うに なる．そ の 第一
は，人間は生 存 へ の 衝動を

持つ こ とで あ り， 第二 は ， そ の 衝動が入闇の 倫理 の 中

で 支配 的な役割を果たす こ とに 対 して 良心的呵責 を持

つ こ とで ある．

　以上 ， ライ ン ホ ル ド
・ニ ーバ ー

の 『人間 の 本性 と運命 』

第二 巻第 三 章 を巾心 に し て ， イ エ ス
・キ リス トを介 し

た歴史 の 意味 につ い て の ニ
ーバ ー

の 見解 をまとめ て み

た． こ れ に よ り， キ リス ト教神学 とは どの 様な もの な

の か，また，ニ
ーバ ー

の 神学 の 特徴は ど の よ うな もの

な の か の
一

端は 紹介出来た と思 う．ニ ーバ ー
の 思想は

まだ十分 に紹介 し切れ て い な い こ とが多 い の で
， 今 後

も続けて 行 くっ も りで ある．

注

1）佐久間重，キ リス ト教神学 に おける歴 史認識 ，
一

ラ

　イ ン ホル ド ・ニ ーバ ーに とっ て の 歴史 の 意味一
， 名

　古屋文理 大学紀要 t 第 6号，21−27 （2006）参照．

2）Nlebuhr　R，　The　Nature　and 　Destiny　of　Man ，且 ，

　 Char玉es 　Scribnerls　Sons　25−67（1943）を参照．

3）ドイ ツ の 神学者．神学は 敬虔 の 体系 と して の 実証

　的学 問で ある と し，神学 に 科学的な手法 を応用 し よ

　 う と した ，

4）近代 ドイ ツ の 最 大 の 哲学 者 と言 われ て い る．歴 史

　に お ける理性 の 内在 とい う歴史哲学を確立 し ，
マ ル

　ク ス な どに 影響を ケえ た．
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5）イ ギ リス の ス コ ッ トラ ン ド出身 の 啓 蒙思 想家で ，

　人 間の本性に つ い て 懐疑 的 に な り， 社会的正義 を論

　 じ た．

6）ドイ ツ の 神秘 主義思 想家で ， トマ ス
・
ア ク ィ ナ ス

　 の 主張 に 従 っ た主知主義 的 ス コ ラ哲学 を確立 した 、

7）ス ペ イ ン 生 まれ で ．カ トリ ッ ク の 反 宗教改革 の 中

　 心 人 物 とな っ た．物質 と の 関わ り か ら遠 ざか り，神

　 に 合
一

す る こ とに よる魂 の 成長を説 い た．
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