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「キリスト教信仰の教理Ⅲ」.Tübingen 1979の「神の義」に関する章

（S.509-528)の中の神義論問題に関する頁（S.511-519) を参照された

い。「神の自己義認」（Ｋ・ バルト)は「神による人間の義認である。

これは神義論への問いに対する決定的な答えである。ヨブの問いは

それによって排除されるものではなく、キリストの出来事の中に包

み込まれ、その結果、苦しんでいる人はみな彼の苦しみと死を、キ

リストの苦しみと死の中で共に止揚されることを信じることが出来

る」。このことは決して悪の正当化を意味しているのではない。むし

ろ、明らかに不可解な闇として判断するにとどまっている

（S.518f.)。確かに、哲学的神義論は、苦しんでいる人をほとんど助
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けない。というのは、それは「苦しんでいる人のことを神の前にお

ける存在としてのべるものではないからである」。それに対して、神

に関する神学的教説は、苦しむ人との連帯と、彼のなぜという問い

を中心点に引き寄せている(S.518)。このことは次のことを意味する。

「神義論」というキーワードは、神の力とは愛そのものであるという

ことを、このような統一に対する疑いが起こり、それによって苦し

みが生まれるようなことがあっても、「信仰において」おぼろげなが

らも思い起こさせるものである。 この議論を終わるために、シュパ

ルン編集の「苦しみ - 経験と思考」、神義論問題に関する資料、

München 1980（神学叢書67巻)には、すべての必要な資料、現代にお

ける「神義論検証についての指摘」が掲載され、さらに補遺におい

ては詳しい文献目録がつけられている（S.247-274)。わたしはそこに

次のような文章を見出した。「神の前で異議を申し立てる信仰の嘆き

が、神賛美へと進んだとしても、なお、経験している苦しみを解明

したり、解消したりすることはない。ニーチエもルターも、その根

拠は異なっているにしても、正しかったと認められる。意味づけは

神義論としてはすでに不可能である」（S.274)。このような新しい方

向について見解をのべるスペースもまたそのための能力もわたしに

は欠けている。しかし、それらはヒントとしてここに断片的に紹介

したいくつかの思想の訂正のために役立つこともあるだろう。 シュ

パルンは彼の補遺の中で、 最近のバルト、エーレルト、ゴーガルテ

ン、ティリッヒの神学的解釈を簡潔にまとめている（S.248-252)。そ

れについて、哲学、心理学、社会学が取り上げられ、最後にもう一

度 「神学的課題」（S.264-272)が、「無神論以降の状況」を背景にし
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訳注

第１章

4頁* 「シュヴェスター」　女性看護師、シスター、女性奉仕者

　　**「ディアコーン」　男性看護師、執事、男性奉仕者

　　***「ディアコニー」　ドイツ福音主義教会のキリスト教社会福祉

         事業団およびその奉仕活動
けんしんれい

6頁*「堅信礼志願者」　幼児洗礼を受けた人が成人しする頃、自覚的に

信仰を表明してキリスト者になることを志願し、その準備をしている

者。

第３章

77頁*ハシディズム一八世紀東欧に興ったユダヤ教の敬虔主義。カリ
スマ的指導者 イスラエル=sベン=エリエゼルを始祖とする民衆的な
神秘主義運動。（広辞苑）

121頁*ボンヘッファー「抵抗と信従」倉松功・森平太訳、一九六四年、

新教出版社

第５章

150頁*ドロテー・ゼレ「苦しみ」、西山健路訳、新教出版社、1975年

151頁*　「弁神論」は「神義論」とも言われる。(「キリスト教事典」)　

「弁神論」はライプニッツの時代には主に神を弁証することが関心で

あった。「義認論」はＫ・バルト(「教会教義学」等によって、神がキリ

ストにおいて人を義とすることによって、神自身の義をあらわすとい

うキリスト論にもとづく「義認論」として、論じられるようになった。

本書ではライプニッツの意味での議論については「弁神論｣とし、後の

議論については「神義論」と表記する。

 ライプニッツ「ライプニッツ著作集、宗教哲学、弁神論上下」佐々木
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能章訳、工作舎、1990

ヴォルテール、「カンディード」植田祐次訳、岩波文庫、2005

ドフトエフスキー「カラマーゾフの兄弟」米川正夫訳、1969

152頁*ヨブ記39・1-5 *この句は新共同訳では38・1-5である。

**ヨブ記39・31-35この句は新共同訳では40・1-5である

153頁*ヨブ記42・10は「2倍」であるが、キュンクはこれを百倍とし

ている。

160頁 **Th Wb NT 5‚905‚Michaelis,W.参照

**アイスキュロスのアガメムノーンの176節以下〔岩波文庫、

久保正彰訳、140頁、注2〕

163頁*ユルゲン・モルトマン「十字架につけられた神」(München,1979*

〔喜田川信訳、新教出版社、1976〕）

166頁*ユンゲル「死　その秘義」蓮見和男訳、1972

168頁*シモーヌ・ヴェイユ「奴隷の宗教」田辺保訳、新教出版社、1970

180頁*〔「教会教義学」神論、第6章31節、神の自由なさまざまな完

全性、新教出版社、井上良雄訳172頁〕

**同上　175頁

192頁*209頁以下と28頁以下-8、改訂、増刷、図版とＤＶＤ付2003、

ビーレフェルトを参照

194頁*「アパルトヘイト」旧南アフリカ共和国時代の有色人種差別政

策
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　「
さ
よ
う
な
ら
」
と
キ
ツ
ネ
は
言
っ
た
。「
わ
た
し
の
秘
密
、
そ
れ
は
な
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
よ
。

こ
こ
ろ
の
目
だ
け
が
見
え
る
ん
だ
。だ
い
じ
な
こ
と
は
目
に
は
見
え
な
い
ん
だ
」。

　「
き
み
が
ば
ら
の
た
め
に
う
し
な
っ
た
時
間
、そ
れ
は
き
み
が
き
み
の
ば
ら
を
と
て
も
た
い
せ
つ
に

思
っ
て
い
た
か
ら
な
ん
だ
」。
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ド
・
サ
ン=

テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ

読
者
の
み
な
さ
ん
へ

　
こ
の
本
を
と
じ
る
に
あ
た
り
、あ
な
た
と
共
に
あ
な
た
の
道
を
行
く
星
の
王
子
さ
ま
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
伝
え
た
い
。そ
れ
は
童
話
の
美
し
い
言
葉
で
、何
が
大
切
か
を
語
っ
て
い
る
。こ
こ
ろ
の
目
で
見
る
と
は
、

必
要
と
し
て
い
る
こ
と
に
、気
づ
く
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
は
成
功
し
た
ケ
ア
の
説
明
と
し
て
も
完
璧
な
も
の

で
あ
る
。そ
し
て
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
も
う
一
つ
の
部
分
が
あ
る
。わ
た
し
は
文
献
一
覧
で
二
千
を
超
え

る
生
活
史
を
紹
介
し
、数
多
く
の
人
々
が
自
分
自
身
の
物
語
を
書
く
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
の
危
機
に
対

応
す
る
た
め
の
効
果
的
な
補
助
手
段
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。あ
な
た
た
と
も
―
そ
れ
が
興
味
か

ら
で
あ
っ
て
も
、被
害
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
か
ら
で
も
―
伝
記
を
手
に
取
り
、そ
の
中
に
入
り
込
む
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。そ
し
て
、本
を
読
ん
で
い
る
と
そ
こ
に
自
分
自
身
の
経
験
が
語
ら
れ
て
い
て
、そ
れ

を
再
確
認
し
、不
安
に
か
ら
れ
た
り
、気
力
を
奮
い
立
た
せ
ら
れ
た
り
す
る
よ
う
な
感
じ
を
受
け
る
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。あ
な
た
は
自
分
の
人
生
の
中
に
も
守
り
と
ケ
ア
の
相
互
の
連
関
を
発
見
す
る
か
も
し

れ
な
い
。本
書
の
一
四
七
頁
以
降
に
そ
の
た
め
の
解
説
を
掲
載
し
て
い
る
。わ
た
し
は
あ
な
た
に
あ
な
た
の

記
憶
に
も
と
づ
い
た
作
業
を
行
う
よ
う
に
励
ま
し
た
い
。あ
な
た
の
物
語
は
童
話
の
な
か
の
薔
薇
の
よ
う
な
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も
の
で
あ
り
、そ
の
物
語
は
そ
れ
が
あ
な
た
の
物
語
で
あ
り
、あ
な
た
が
取
り
上
げ
て
、展
開
し
、記
録
し

た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
。パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
対
話
、便
箋
や
日
記
と
い
う

形
、も
し
く
は
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な
ど
を
使
っ
て
物
語
を
書
い
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。

　
あ
な
た
は
言
葉
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
す
る
人
々
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。わ
た
し

も
そ
の
な
か
の
ひ
と
り
で
あ
り
、も
し
も
、あ
な
た
が
望
む
な
ら
ば
、い
つ
で
も
連
絡
を
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

　
　
二
○
○
一
年
春
　

エ
リ
カ
・
シ
ュ
ー
ハ
ー
ト
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訳
者
あ
と
が
き

　
二
○
○
七
年
の
春
、多
田
一
三
牧
師（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
九
州
教
区
社
会
福
祉
事
業
団「
い
ず
み
の
園
」

理
事
長
）よ
り
シ
ュ
ー
ハ
ー
ト
博
士
講
演
会
を
長
崎
ウ
エ
ス
レ
ヤ
ン
大
学
で
開
催
で
き
な
い
か
と
い
う
打
診

を
受
け
た
。そ
の
時
、著
者
を
知
る
た
め
に
本
書
を
と
り
よ
せ
、ら
せ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
人
生
の
危

機
対
処
を
説
く
理
論
を
知
っ
た
。講
演
会
の
企
画
は
、ワ
ル
デ
マ
ー
ル
・
キ
ッ
ペ
ス
神
父（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
臨

床
パ
ス
ト
ラ
ル
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
」理
事
長
）に
よ
る
も
の
で
、セ
ン
タ
ー
の
全
国
大
会
に
主
講
師
と
し

て
招
待
さ
れ
た
シ
ュ
ー
ハ
ー
ト
博
士
は
、こ
の
機
を
得
て
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
講
演
旅
行
を
行
い
、一
一

月
二
日
に
長
崎
ウ
エ
ス
レ
ヤ
ン
大
学
で「
危
機
を
生
き
る
」と
い
う
題
で
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
危
機
対
処
に

つ
い
て
内
村
公
義
教
授
の
通
訳
の
下
で
講
演
を
行
っ
た
。

　
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
に
関
す
る
本
は
す
で
に
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
。そ
の
多
く
は
分
か
り
や
す
く
書

か
れ
て
い
る
が
、本
書
は
読
む
の
に
難
解
で
あ
る
。そ
れ
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
事
柄
の
難
し
さ
で
あ
り
、

ケ
ア
す
る
人
も
、受
け
る
人
も
厳
し
い
問
題
の
渦
中
に
あ
っ
て
、道
を
求
め
て
い
る
難
し
さ
と
い
え
よ
う
。

問
題
に
接
近
し
批
判
的
に
解
き
明
か
し
解
決
の
道
を
模
索
す
る
著
者
の
手
法
が
本
書
の
特
色
と
い
え
る
。　

「
死
ぬ
瞬
間
」
シ
リ
ー
ズ
で
よ
く
知
ら
れ
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
キ
ュ
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
が
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
と
い
う

方
法
を
と
っ
た
の
に
対
し
て
、危
機
に
あ
っ
た
人
た
ち
が
出
版
し
た
本
を
分
析
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た

本
書
も
興
味
深
い
。一
年
半
に
わ
た
り
難
解
な
ド
イ
ツ
語
を
懇
切
丁
寧
に
指
導
監
修
し
て
翻
訳
完
成
に
力
を

貸
し
て
く
だ
さ
っ
た
ド
イ
ツ
在
住
の
戸
川
英
夫
氏
に
感
謝
す
る
。ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
に
関
す
る
本
書
が
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す
こ
し
で
も
日
独
両
国
の
一
五
○
年
に
わ
た
る
友
好
の
し
る
し（
11
頁
）と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

  

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
ド
ロ
テ
ー
・
ゼ
レ
「
苦
し
み
」
西
川
健
路
訳
、
新
教
出
版
社
、
パ
ー
ル
・
バ
ッ

ク
「
母
よ
嘆
く
な
か
れ
」
伊
藤
訳
、
法
政
大
学
出
版
会
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
「
教
会
教
義
学
」
井
上
良
雄
訳
、

新
教
出
版
社
、「
聖
書
」、日
本
聖
書
協
会
、口
語
訳
お
よ
び
新
共
同
訳
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
各
社
よ
り

許
可
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
城
順
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