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芳　賀 力

　説教 は 「語 り」で あ る 。 す な わ ち
， 会衆 を前 に して の 口 頭 に よ る 「語 り」で

あ る 。 従 っ て 当 然 そ こ に は 「語 り」 に 固有 な 言述 ス タ イ ル が 求め られ て くる 。

説教 が し ば しば 聖 書 テ キ ス トの 釈義的説 明 に 終始す る 場合が あ る
。 説教 が 御 言

葉 の 説 き明 か し を基 軸 に据 え る 以 上 ， そ の 基本姿勢 に 間 違 い は ない が
，

そ れ で

は 聖 書 研 究 と ど こ が 違 うの だ ろ うか 。 f聖 書 は
， 礼 拝 の 中 で 語 られ る 説 教 を通

して 生 け る 神の 言葉 に な る 」 とい う神学 的筋道が 正 当 な もの で ある な らば （拙

論 「伝承 と し て の 啓示」『神学』62号参照 ）， 説 教 は 聖 書研 究以 上 の もの で あ る

は ず で あ り， 毎回が た だ 一
度 限 りの 礼 拝 の 中 で 言 葉 の 出 来事 と し て 生 起す る

（起 こ る ） もの で な け れ ば な ら な い
。 で は い っ た い ， 単 な る 説明で は な い

， 語

り と し て の 説 教 を特徴づ ける 言述 ス タ イ ル とは どの よ う な もの で あ る の だ ろ う

か 。
こ れ は

，
最 近 の ナ ラ トロ ジ ー の 議 論 を踏 ま え た

一
説 教論 で あ る

Φ
。

1　 説 明文 と物 語文

　 a　 まず 出 発 点 と して
， 物 語 の 文体論 的特徴 を 動詞の 時 制 と い う視点 か ら 分

析 した H ・ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ の 見解を顧 み る こ とに す る
ω

。

　 ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ は 語 りに お い て 二 つ の 言 述 ス タ イ ル を 区 別 す る 。

一
つ は 説 明

（論評）す る （besprechen）語 り方 で あ り， もう
一

つ は 物語る （erzahlen ）語

り方 で あ る 。 両 者 に は そ れ ぞ れ ， 動 詞 の 時 制 に特 徴 が 現 れ る 。 説 明 （論 評 ） す

る 場合 に 動詞が 取 る時制 は
， 主 と して 現在形 ， 現在完了形 ， 未来形 で あ り，

そ

の よ うな 文体 は
， 劇 的対 話， 政 治覚書 ， 社 説 ， 遺 言状 ， 科 学 レ ポ ー ト

， 学 術 論
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文 ， 法律条文 ， 儀礼 的公式文書 な どに お い て 用い られ る もの で あ る 。 た とえば

「屋 内 で は水 は 100℃ で 沸 騰 す る」 とい う よ うな 文 は 説 明 す る 文体 に 属 して い

る 。

　 こ れ に 対 し て 物 語 る 場 合 に 動 詞 が 取 る 時 制 は
， 主 と し て 過 去 形 ， 過 去 完 了 形 ，

条 件法 で あ り ， そ の よ うな 文体 は
， 民 話 ， 説 話 ， 伝 説 ， 小 説 ， 歴 史物 語 ， 新 聞

報道な ど に お い て 用 い られ る もの で あ る 。 先 の 例文 に 対 して
， 「部屋 の 中で は

，

お 湯が 沸 い て い た」 とい う文 は
， 物 語 の 始 ま りを 予告 す る 文 体 と な っ て い る 。

　こ こ で 興味深 い こ とは
，

こ れ らの 時制 の 使用 に よ っ て
， 語 り手の 側 に 独特の

発 話態 度 が 生 じ ， そ れ が 聴 き手 に も同様 の 態 度 を呼 び 起 こ し， 語 り手 と聴 き手

との 間 で 同
一

の 態度 が 共有 され る とい う指摘 で あ る
。 説明 （論評）す る 言語使

用 に よ っ て 語 り手 は 聴 き手 に 対 し ， 語 りの 内容 が 「緊張 の 態度 （gespannte

Haltung）」を も っ て 受け取 ら れ る べ きで あ る こ と を指示 す る 。 こ れ に 対 して 物

語 る 言 語使用 に よ っ て もた ら され る もの は 厂緩和 され た態度 （entspannte 　Hal−

tung ）」 で あ る
（3）

。 す なわ ち ， 論評 し ， 説明 し ， 断 定す る 言語 に よ っ て 情報 が

伝 達 さ れ る 場 合 に は
， 語 る 者 は 緊張 の 態度で 情報 を提供 す る 。 そ れ に 伴 っ て 聴

く者 も
， 語 りの テ キ ス トに 対 して 身構 え ， 緊張 し ， 対峙 しつ つ 反 応す る の で あ

る 。 そ れ に対 して 物語 る 言語 は
， 聴 く者の 緊張 を 解 きほ ぐし

， 緩和 させ
， 特別

に 身構 え させ る こ と もな く
， 自然 に語 りの 世 界 に 聴 き手を引 き入 れ る

。 そ の よ

うに して 聴 き手は 意識せ ず に 物語 の 世 界 を逍遥 し
， 自らが 物語 世界 の 住人 と な

る 。 ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ は
， 物語文 に用い られ る過去形が ， 現実世界の 拘束 か ら聴

き手 を 時 間 的 に 解 放 す る 効果 を持 っ て い る と考 えて い る 。

　 b　 で は なぜ 物語 文 は 過 去形 を基軸 に 表現 さ れ る の で あ ろ うか 。 G ・ジ ュ ネ

ッ トに よ れ ば
， 物語 る とい う言語 的出来事 は 三 つ の 相か ら成 り立 っ て い る 。 意

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 イ ス ト ワ　 ’
）レ

味 され て い る もの （シ ニ フ ィ エ ）， す な わ ち語 ら れ て い る物語内容 （histoire）

と
，

意味 す る もの （シ ニ フ ィ ア ン ）， す な わ ち 語 りの テ キ ス トそ の もの と して

　 デ ィ ス ケ
　

ル 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　t ラ ノ オ ン

の 物 語 言 述 （discours ／recit ），
そ し て そ れ を 実 際 に 語 り 出 す 物 語 行 為

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 イ　ス　ト ワ　 　 ル

（narration ）で あ る
（4 ）

。
こ の 区分 に 従えば

， 語 られ て い る 物語内容は
， 常 に
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デ　ィ　 ス　ク　
　
　ル

物語 言 述 よ り も以 前 に 起 こ っ た 事 柄 で あ り ， ま た 仮 に 起 こ っ て い な くて も ，
ツ　 ラ　／　オ　 ン

物語 行為 に 先 立 っ て
， 物 語 内容 の 全容 が 既 に

一
度 語る 者 の 中で 統括 され た もの

で あ る が 故 に
， 物語文 は過去形 を基軸 に 表現 され る の で あ る 。

　物 語 文 が 過 去 形 を用 い る 典 型 的 な事 例 は
， 特 に そ れ が 実 際 に 起 こ っ た 歴 史 的

出来 事 を物語 る場 合で あ る 。 説 教 の 場 合 ， 語 り伝 え る 内容 （イ ス ラ エ ル の 歴 史 ，

イ エ ス ・キ リス トの 出 来事 ， 使徒 た ちの 歩み ）が 歴 史的 出 来事 に 基 づ い て い る

が 故 に ， そ の 中核 に 歴 史 を伝 承 す る 物 語 文 が 介 在 せ ざる を え な い 。 そ の 場 合 に

動詞の 取 る 時制 は 当然過去 形 を基軸 と した もの に な ら ざる を え な い
。 P ・

リ ク

ー
ル は ， ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ が 物 語 文の 動詞時制 を時間 か ら分 離 させ よ う とす る こ

と に 反対 し
， 動 詞 時制 と時 間 経験 と は切 り離 しが た く結 び つ い て い る こ とを強

調す る が
「’｝

， 特 に 歴 史 を語 る 物語文 の 場 合に は ， そ の 結 び つ きは 決 定的 な もの

とな っ て い る 。

　 c　 と こ ろ で ， 物 語 文が 必 ず し も過 去 形 に 縛 ら れ ず に ， 現 在 形 を取 る 場 合が

ある 。
い わ ゆ る 「歴 史的現在」 で あ る 。

こ れ は
， 通常過去 時制の 動詞が 予想 さ

れ る と こ ろ に
， 現 在時 制 の 動詞が 用 い られ て

， 過 去 の 出来 事の 叙述 に 生 々 しい

臨場感 と迫力 を与 え る 表現 形 式 で あ る 。 ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ も， 物語が 「わ くわ く

させ る よ うな話」 と して 聴 き手 を 「と りこ に す る 」 よ うな 語 り方 をす る 場 合 に

は ， 緊張緩和 の 物 語文 の 中 に あ っ て も歴 史的現在 が 用 い ら れ て
， 緩和 の 信号 を

打 ち 消 して
，

そ の 時 だ け 緊張 させ る 信 号 を送 る 効 果 を もた らす こ とを指摘 して

い る
く6 ＋

。

　ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ の 文体論 の 分析 は ドイツ 語 とフ ラ ン ス 語 を対象に して い る も

の で あ る が ， 我 々 は 日本語 の 特性 を も視野 に 入 れ な け れ ば な ら な い
。 こ の 点 で

特 に 日本 語 の 場 合 に は ， 欧 米の 言語 に 比 べ て
， 過 去形 と現在形 が 混在し ， 両者

が比 較 的自由 に 移 行す る傾 向が 認 め られ る 点が 指摘 さ れ て い る 。 具 体例 を示 す

方 が 分 か りや す い の で ， こ の 点 を 明 晰 に 分析 して い る 池上 嘉彦 の 論文
7）

に 引

用 され て い る 例 文 の
一

つ を まず 紹 介 して お く 。

　　　 「か く して ， キ リギ リス は ア リの 巣 の 客 と な っ た 。 そ の 冬 は ア リ た ち に
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N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

　　と っ て も楽 しい もの と な っ た 。 ジ ュ
ー ク ボ ッ ク ス が そ な え つ け られ た よ う

　　な もの なの だ。 曲 目 さ え注文すれ ば
，

な んで もバ イオ リ ン で ひ い て くれ る 。

　　　こ の キ リギ リス
， 芸 術 家 だ け あ っ て ， 頭 の ひ ら め き もあ る 。 ア リ の 巣 の

　　古 い 食料 が 発酵 し酒 とな っ て い るの を発見 した 。 ア リ た ちに 言 う。 『あ ん

　　た が た ，
こ れ をほ っ ぽ っ と くこ とは な い ぜ 。 飲ん で み な。 』

　　　ア リた ち ，
お そ る お そ る な め

，
い い 気持 ち とな り， 酒 の 味 をお ぼ え る 。

　　酒 と歌 と くれ ば， 踊 りだ っ て 自然 と身に つ く。 ど うくらべ て み て も ， 勤労

　　よ りこ の ほ うが は る か に 面白い
。

こ の 冬 ご も りの 期 間 中 に
，

こ の ア リ
ー

族
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ほ し　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し ん い ら

　　の 伝統精神 は 完全 に崩壊 した 」（星 新
一r未来 い そ っ ぷ 』新潮社）。

　こ こ に は比 較 的 自 由 に 過 去 形 と現 在形 が 交替 し て 用 い られ て い る 。 し か し ，

こ の 語 り全 体 は 物語 に 属す る 。
ど うし て そ う な る の だ ろ うか 。

一
つ の 理 由は

「枠付 け」 の 理論 で あ る 。 冒頭 に 過 去 時 制 が 用 い ら れ て 物語文 が 始 ま る 場合 ，

その 後 に起 こ る
一

連 の 出来事は こ の 過 去時 の 中で 起 こ る とい う 「枠付け」が で

きあが っ て い る の で
，

た と えそ の 後の 動詞に 現在形 （無印）が 用 い られ た と し

て も，
そ の 枠 付 け の 中 で は す べ て が 自動 的 に 過 去 時 に 属 す る 出 来 事 と して 理 解

され る の で あ る
（8）

。

　また ， 時制の 変移 が起 こ る もう
一

つ の 理 由に 「前景化 と背景化」 の 効 果理 論

が 挙 げ られ る 。 時 制 に 変化 を もた せ る こ と に よ っ て あ る 特定 の 出来事 を前景化

（foregrounding） して 強調 し
，

そ れ まで 語 られ て きた
， 時制 の 異 な る 他 の 出 来

事 を相 対 的 に 背 景 化 （backgrounding ） して し ま う 。 そ の よ うな 際 に 過 去形 と

現 在形が 交錯 し て 用い られ る こ とが 起 こ りうる
（9 ）

。 ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ の 分析 して

い る具体的 なテ キ ス トは フ ラ ン ス 語 で あ る が ， そ こ で は 半過 去形が 背景 の 時間

と して 用 い られ ， 単純過 去 形 で 表 示 さ れ た 文 は 自ず と前 景 化 し，
こ の 二 つ の 時

制の 変 移 に よ っ て 物 語 に 「浮 き彫 り」が 与 え ら れ る の で あ る
qO ｝

。

　 d　時 制 論か ら見 た ナ ラ トロ ジ ー
に お い て

， 特 に 説教論 と の 関連 で 重 要 に な

る 点 は
， 語 りが な さ れ て い る 時 に は ， 語 りの 中 に 語 り手 の 参与が 起 こ っ て お り，

狭 い 意味で の 物語文 だ けに終 わ ら ない 要素 を含 み 持 っ て い る と い う指摘 で あ る 。
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起 こ っ た と され る一 連 の 出 来事を語 り手が 伝 える 場 合 に ， まず起 こ っ た 出来事

を提 示 す る 本 来の 語 りの 部 分 と
， そ れ と並 ん で

， 提 示 され た 出 来事 に つ い て の

語 り手 の 評価 を示す部分 （evaluation ） とが ， さ まざまな形 で 絡 み 合 っ て い る

の で あ る 。
こ の 評 価 を 示 す 部 分 の うち ， 出 来事 に 対 す る 語 り手 の 評価 が 直接 的

な感 想 や 意 見 と し て 明 示 さ れ る も の は
，

ナ ラ ト ロ ジ ー
の 用 語 法 で 言 う と

， 外 的

評 価の 手法 （external 　evaluation 　device ） と呼 ば れ る 。 こ れ に 対 して
， 語 り

手の 評価 を出 来事の 提示 の 部分 に 間接的 に 織 り交ぜ て 巧妙 に 暗 示 させ る もの は
，

内的評価 の 手法 （internal　 evaluation 　 device ） と呼 ば れ て い る 。

　 日本 語 に お い て 過 去 形 と現 在 形 との 交 替 が 比 較 的容 易 に 行 わ れ る の も， 「起

こ っ た ，

〜 だ っ た」 と い う過 去 時 で 語 られ る 狭義 の 語 りの 部分 （出来事 の 時 間

［event 　time ］） と
，

そ れ に 対 す る 語 り手 の 評 価 の 部分 「〜 の で あ る 」 （発 話 の

時 間 ［speech 　time ］）が ， も と も と別 次 元 の もの で あ る に もか か わ ら ず ，
主

語 を明 示 しな い 日本 語 の 場 合 に そ れ らが 明 確 に は 分か れ ず に ， 両 者が 融 合 す る

傾 向 に あ る か らで ある
IID

。

　 い ず れ に して も広 義 の 語 り とは
， 狭義 の 物 語 とそ れ に 対す る 語 り手 の 評価 か

ら成 り立 っ て い る 複合体 で あ る 。 と す れ ば
， そ こ に 物 語 る 言 述 と説 明 （論 評 ）

す る 言 述 と が 覆 い 被 さる 構造 を取 る こ と に な る 。 そ し て ま さ に こ の 点 に ， 説教

者の 神学が 問 わ れ て くる 重要 な鍵 が 隠 され て い る 。

ll　 説教者 の 神学

　 a 　 時制論 に よ っ て 明 らか に さ れ た 物語 の 文体 は
， 狭義 の 物語言説 に 当て は

まる もの で あ る 。 そ れ は 特 に
，

起 こ っ た 出来事を再 述 す る 語 りの 部分 に 相当す

る 。 しか し ， 説 教 と い う語 りは
，

よ り広 範 な語 りを 含 ん で い る 。 そ れ は 語 り手

と して の 説教 者 の 評 価 を含 む もの で あ る 。 こ の 説 教 者 の 神 学 は ， 先 述 の 用 語 で

言 えば
， 内 的 な評 価 の 手法 に よ っ て

， 狭義 の 物 語 テ キ ス トの 中 に 巧 み に 埋 め 込

ま れ て 暗示 さ れ る 場 合 もあ り ， 外 的 な評 価 の 手法 に よ っ て
， 狭義 の 物語 テ キ ス

トを 説明 （論評 ）す る 部分 と して 明示的 に現 れ る 場 合 もあ る 。
つ ま り， 語 りと

して の 説 教 に お い て は
， 狭 義 の 物 語 文 と 共 に

， 説 明 （論 評 ） す る 言述 も ま た 用
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い られ る の で あ り
，

そ の 部 分 に 語 り手 （説教者） の 神学 が 明 示 的 に 現 れ る の で

あ る
。

　 b　 こ の 点 で ， ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ の 時 制 論 を手が か りに しつ つ
， ナ ラ トロ ジ ー

の 立 場 か ら50の 実際 の 説 教 例 を丹念 に 分析 して み せ た A ・エ グ リの 研究 は なか

な か の 労 作 で あ る 。 そ の 分析 の 結果 ，
エ グ リは 狭 義 の 物語的 言述 と説 明 （論 評 ）

的言述が 説 教 に お い て は 何 層 に も重 ね られ ， 入 れ 子構造 を取 っ て い る こ と を指

摘 す る
（12＞

。 実例 を 分 析 して の 指 摘 に は 説得力が あ る 。

　こ の 点を整理して 我 々 な りに言い 直せ ば こ うなる 。

  説明 （論評）的言述 に よ っ て 説 教 が 始 め られ る 場合， 語 り手 な い し聴 き

手 の 問題状況が提示 され ， や が て 登場す る はず の 本論 と して の 聖書的 ナ ラ テ ィ

ヴ との 間 に 橋 が 架け られ る （但 し
， 最初 か ら物語内容が提示 され る 場合 に は

，

こ の よ うな 主題設定 と して の 問 題状 況 の 提 示 は 省 か れ る）。

　  そ して い よ い よ物 語的言述 に よ っ て 聖 書 テ キ ス トの 内容 が 物語 られ る 。

聴 き手 は 身構 え る こ と な く ， 時 間 と場 所 を超 え て 聖 書 の テ キ ス ト世 界の 中 に 入

り込 み ， そ の 筋書 き と主題 に 身 を委 ね ， 登 場 人物に 自分 を同化す る 。 こ う して

聴 き手 は 知 らず 知 らず の うち に 自分 が 立 っ て い る 地 平 の 拡大 を経験す る 。

  そ して 最 後 に 説 明 （論 評 ） 的 言 述 に よ っ て 語 り手 か ら聴 き手 へ の メ ッ セ

ー ジが 明示 的 に 伝達 され る 。 既 に 語 ら れ た 物語的言述 に 基 づ い て
， 今度 は 語 り

手が聴 き手 に 向か っ て 呼 び か け ， 語 りか け ， そ の よ うに し て 告 知が 行 わ れ る 。

聖 書の 歴 史的ナ ラ
ー

テ ィ オ （物 語 ） に 基 づ く福 音 の プ ロ ク ラ マ
ー

テ ィ オ （宣

言 ・告知） で あ る 。

　以 上 は もちろ ん 単純化 して 示 して い る の で ， 実際 の 入 れ 子構造 は も っ と複雑

で あ りう る 。

　 c 　 こ こ で 重 要 な こ と は
， 物語 的言述 を取 り次 ぐ語 り手 の 論 評 的 言 述 に お い

て ， 説教者 の 神学が 明示的 に 表 れ る の で あれ ば
， そ の 点 を も っ と 自覚 し て

， 黙

想 に お い て 説教者の 神学 が 錬成 さ れ な け れ ば な らな い と い うこ とで あ る 。 語 り
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物 語 る 説教 と は 何 か

と して の 説 教 は 決 して 狭義 の 物語 に 限 定 され る もの で は な い 。 イ ス ラ エ ル ， イ

エ ス ・キ リス ト
， そ して 使徒 た ちの 歴史を伝承す る 物語的言述 を中核 に しつ つ

，

そ れ に 連結 す る 説教 者 の 論評 的言 述 も ま た 存在 す る 。 そ こ に は
，

福 音 の 弁証 ，

信仰 の 説得 ， 悔改め の 要求 ， 洗礼の 決断へ の 招 き， 罪の 赦 しの 宣言 ， 倫理的勧

告 ， 慰 め と励 ま し ， 奉 仕 へ の 呼 び か け と派遣 な ど の 言 明が 含 まれ る ．

　 聖 書 の 中 か ら そ の 一 例 を示 す と
，

サ ム エ ル 記 F12 ：1 − 12に 預 言 者 ナ タ ン の

説教が あ る （会衆 は 日本語の 聖 書 を持 っ て 聴 い て い る の で ， 以 下 で の 時制の 指

示 も 日本 語 テ キ ス トに よ る ）。 ナ タ ン は ウ リ ヤ を殺 害 さ せ た ダ ビ デ 王 の 前 で
，

過 去形で こ う語 り始め る 。 「二 人 の 男が あ る 町 に い た 。

一
人 は 豊 か で

，

一
人 は

貧 しか っ た 。 豊 か な 男 は … … 」 （1c − 4 節）。 ダ ビ デ は 身構 え る こ とを し な い

ま ま
，

こ の 物語 に 没 入 して い る 。 聴 き終 え て ダ ビ デ は 物語 の 中 の 人物 （富め る

男 ） に 激 怒 し ， 思 わ ず 「そ ん な 男 は 死 罪 だ 」 と叫 ぶ 。 語 り手 の ナ タ ン は ま だ 何

も説明文 を付 け加 えて い ない
。 物 語 そ れ 自体 の 力が 効果 を もた ら し て い る 。 し

か し
， 預 言 者 の 説 教 は こ こ で 終 わ らな い

。 「ナ タ ン は ダ ビ デ に 向 か っ て 言 っ た 。

そ の 男 は あ な た だ ！」。 そ し て 罪 の 糾弾 と悔 い 改 め を迫 る 主 の 言葉 が現在形 で

取 り次 が れ る 。

　 C ・H ・ ド ッ ド （C ．H ．　Dodd ）の 言 う新約聖書 の 「ケ リ ュ グ マ 」 の 一 つ
， 使

徒 言 行 録 2 ：22 − 40 に は ペ トロ の 説 教 が あ る 。 そ こ で は まず ，
ナ ザ レ の 人 イ エ ス

を 通 して 行 わ れ た 神 の 歴 史的 な 行為が 過 去 形 に よ っ て 想起 され る 。 受難 と十 字

架 の 死 ， そ して 復活の 出来事が典型 的な物語文で 語 ら れ る （23 −24節）。 そ れ

に 詩 編 16編 ，
110編 の 言葉 を引 用 して 説 教 者の 注 釈が 現 在 形 で 施 さ れ る

。 そ の

後で ペ トロ は言 う。 「悔 い 改め な さい
。 め い め い

， イエ ス ・キ リス トの 名 に よ

っ て 洗 礼 を受 け ， 罪 を赦 し て い た だ きな さ い
。

… … 邪悪 な こ の 時代 か ら救 わ れ

な さい 」 （38節 ， 40節） と
。

　 こ の 意味 で 説 教 に は ， 大衆 を 前 に して 福 音 を弁 証 す る パ ブ リ ッ ク ・ス ピ ー キ

ン グ ない しマ ス ・ロ
ー

グ （mass −logue）“
tl｝

と して ， 現在形 の 断定文 を多用す る

演 説的 な要素 も含 まれ る もの で あ る 。 そ の よ うな 仕 方 で の 時代 思想 との 対 話 と

対 決 が行 わ れ る
。 思想 の 深 さに お い て 時 の 思潮 と勝負す る こ と

，
そ れ もま た 説
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教者 に 課せ られ た 使命 で あ る 。 そ の
一

例 と して 使徒言 行 録 17 ：22 − 31 に あ る
，

ア テ ネの ア レ オ パ ゴ ス で の パ ウ ロ の 説 教が 挙 げ られ る だ ろ う 。 そ れ は
， 異教 世

界 の た だ 中で
， 大衆 を前 に して 福音 を弁証 し， 説得 し

， 信 仰へ と導 く演説的説

教 の 典型で ある 。 しか し説教は
， 弁士 の 主義主張を口上 で 述べ る演説と まっ た

く一 致 す る わ けで は ない
。 物 語 的言述 を抜 きに し ， 最 初 か ら最 後 ま で 論 評 的 言

述 に よ っ て 語 り手の 考 え を声 高 に力 説 す る だ け で は
，

た ま らず に 耳 をふ さ ぐ聴

衆 を作 り出す だけで あ っ て
， 弁証の 仕方 と して は効果 が逆 に な っ て しま う。 先

の パ ウ ロ の 説 教 に して も， そ こ に は巧 み に ア テ ネ の 町 を歩 い て 見 聞 き した経 験

（「見知らぬ 神に」と書か れ た 祭壇 な ど）が ナ ラ テ ィ ヴの 形 をと っ て 用 い られ て

い る の で あ る 。

　 い ず れ に して も ， 説 教 者 の 論 評 的 な語 りは
， 聖 書の 物語 的言述 か ら離れ て は

成 立 せ ず ， そ の 聖書 的 ナ ラ テ ィ ヴ の 方 向 と線 に 沿 っ て な され な け れ ば な ら な い
。

そ の 意 味 で 説 教 者 の 論 評 的 言 述 を規 定 し て い る の は
，

あ くまで も聖 書 の 物 語 的

言 述 の 方で あ り ， そ こ か らの 展 開 ない し ， そ の 帰 結 と して の 語 りで な け れ ば な

らない
。 しか しそ の 上 で ， 聖書的 ナ ラ テ ィ ヴ は

， 他 な らな い 説教者の 語 りを媒

介 に し て ， 今 こ こ で の 言 葉 の 出来 事 と な る 。

　 d　 狭 義 の 聖 書的 ナ ラ テ ィ ヴ とそ れ に 対す る 説教 者 の 神学が 説 教 を成 り立 た

せ て い る とい うこ の 構造 は
， 三位

一
体論 的 に 考 え る こ と に よ り，

正 当 な 神学的

根拠 を持 つ こ と に な る 。 F ・ミル デ ン ベ ル ガ ー
に よれ ば

， 聖 書で 証 し され て い

る 歴史的な出来事が 実際 に今こ こ で 物語 られ る場 合 ，
ナ ラ トロ ジー が 明 らか に

し た よ う に
，

聖 書 の テ キ ス ト世 界 を 意 味 す る 「物 語 ら れ る 時 間 」 （die

erzahlte 　Zeit） と
， そ れ を説教 で 「物語 る 時間」（die　Zeit　der　Erzahlung ）

とは 時 間 的に 区別 さ れ る 。 しか し， 両 者 は 分断 され る の で は な く
，

三 位 一 体 論

的 な神 の 働 きの 中 で 統 合 さ れ な け れ ば な ら な い
。 物語 ら れ る 時 間 （die

erzahlte 　Zeit） を支 配 し て い る もの が キ リ ス ト論 で あ る とす れ ば
， 物 語 る 時

間 （die　Zeit　der　Erzahlung ） を支配 す る もの は 聖霊論で あ る
（14）

。 聖 霊 は キ リ

ス トを証 し す る霊 で あ る 。 そ れ 故 ， 説教者 の 神学は聖 霊 論 の 支配 下 に あ っ て
，
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物 語 る 説教 と は何 か

キ リ ス ト証 言 に 仕 え る構造 を持 つ の で あ り， そ こ か ら逸 脱 して 説教 者個 人 の 勝

手 な思 想 の 開 陳に 走 る こ と は で き な い
。 しか も 「物 語 る 時 間」 と は ， 特 に 教 会

に お ける 「礼拝 の 時 間」 で あ る 。 そ うで あ れ ば
， 礼拝 共 同 体 と して の 教 会 の 伝

統 に 連 な る線 上 で
， 説教 に お け る神 学 的 な 言 明 が な され な け れ ば な らな い こ と

に な る 。 しか し
， 聖霊 論 は キ リ ス ト論 の 再 版 で は な い 。 そ こ に は キ リス ト論 と

の 関連 を踏 ま え なが ら ， 神 の 救 い の 歴 史に お け る 新 しい 局 面 の 展 開 が あ る 。 説

教 者 は 聖 霊 の 助 け に よ り，
た えず 「主 イエ ス の 名 に よ っ て 新 しい 言葉 を語 る 」

（マ ル コ 16 ：17） こ と へ と召 さ れ て い る 。 従 っ て 説 教 者 に は
， 聖 書 的 ナ ラ テ ィ

ヴ を現代 に 適用す る （applicatio ） とい う課 題 が 託 され て い る の で あ る 。 そ の

適 用 の あ り方 に 関 して も反省が 加 え られ な けれ ば な らな い
。

皿 説 教 に お け る適用の 問題 … … 黙想の 課題 と して

　   原ス トー リー の 大 き さ と確 か さ （上 か らの 物語 ）

　まず第
一

に
， 説教 者 に 求 め ら れ る こ とは

， 聖 書的 ナ ラ テ ィ ヴ の 内 容 を 損 な う

こ と な く明示す る こ とで あ る 。 説教 者が あ ま りに も饒 舌 に な り ， 余計 な 説 明 文

に よ っ て 聖 書 テ キ ス ト本来の 語 りを覆 い 隠 した り， 啓 示 の 妨 げ に な っ た りして

は な ら な い
。 聖 書 的 ナ ラ テ ィ ヴ を原 ス トー リ ー とす る な ら ば

， そ こ に 記 され て

い る もの は壮 大 な神 の 救 い の ご 計画 で あ り， 人 間 の も とへ と到 来す る 三 位 一
体

の 神 の 歴 史 で あ る 。 そ の 聖 な る 物 語 （the 　sacred 　story ） と して の 原 ス ト
ー

リ ー

の 大 き さ を ， 我 々 の 地 上 の 物語 （mundane 　stories ）の サ イズ に縮 め て は な ら

ず ， そ れ が 上 か らの もの で あ る こ と が 証 示 さ れ な け れ ば な ら ない
。

　そ して ，
こ の 原 ス トー リ ー は テ キ ス トを持 っ て い る 。 こ の 啓 示 の 証言 と して

の テ キ ス ト （正 典）に 原 ス トー
リー の 確か さが あ る 。 それ 故 ， 説 教 者は 勝手 に

始 め る こ とは で きない
。 こ の 点 で 聖 書学 に お け る 歴 史 的批 評 と正 典 的解釈 に 基

づ く釈 義 が 重 要 と なる 。 こ の 即 テ キ ス ト性 が 聖書的説教 の 特 色 で あ る 。

  前 ス トー リー の 切 実 さ （下 か らの 物 語 ）

第二 に ， 説教 は しか し，
こ の 世 界 へ と到 来 して 下 さ っ た 神 に つ い て の 語 りで
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あ り， そ れ 故 こ の 世界の 経験 と言葉の た だ 中に い る聴 き手の 持 つ 関心事 に
， 説

教者 が 無 関心 で い る こ と は で き な い 。 聖 書 の 原 ス ト
ー

リ
ー は

， 我 々 の 物 語

（our 　stories ） の 経験 と言 葉 の 中 に 切 り込 ん で くる
。 そ の 意味 で 我 々 の 前 ス ト

ー
リ

ー は
， 原 ス トー

リ
ー を受 け止め る 貧 し き馬 小 屋 の 飼 い 葉桶 で あ り続 け る 。

　  物語 批判 （視圏の 拡大 ， 物語の 脱構築 ， 否定媒介的成就）

　第三 に
，

こ の 前ス トー
リ

ー は 原 ス トー リー と 出会 っ て 変革を経験 す る 。 原 ス

トー
リ

ー に よ っ て 引 き起 こ さ れ る こ と は 物語批 判 で あ る 。 そ こ で は 聴 き手の 側

に 視圏の 拡大が 起 こ り ， 物語 は 脱構築 され ， 否定媒介的 に 成就 す る 。 教 義学 と

弁証学 は
， 背後 に あ っ て こ の 物語批 判 を可能に す る もの で あ る

。 説教者は
，

た

と え神 学 生 時代 に 専攻 を異 に した と して も ， 基 本 的 な認 識 と して の 教 義学 を

「卒業」 す る こ とは で きな い
。 そ れ は 教義学 を専攻 し た者が 聖 書学 ， 教 理 史的

知 見 をた えず顧 み な け れ ば な ら な い の と同 じで あ る 。

　で は ， そ の よ うな物語批 判 に お い て 前 ス トー
リ

ー と原 ス トー
リ

ー
の 関 係 は ど

の よ うに 位置づ け ら れ る の で あ ろ うか 。 古典的 な神認 識 の 三 つ の 道 とい う図 式

を借用すれ ば
，

以 下 の よ うな 場 合が 考 え られ る だ ろ う。

a 　 否定 ノ 道 （Via　negationis ） ：前 ス トー リ ー が 否定 され る こ とで
， 原 ス ト

　一 リー を明示す る場合 。

b　 卓越 ノ 道 （via 　eminentiae ）

一 を明示す る場合 。

c 　 因 果 ノ道 （via 　causalitatis ）

　
一 を明示す る場 合 。

前 ス ト
ー

リ
ー

の 成就 と して ， 原 ス ト
ー

リ

：前 ス ト
ー

リ
ー

の 根拠 と して ， 原 ス トー
リ

　  後 ス ト
ー

リ
ー

の 新 しさ （根源 的 現 実 へ の 参与 ）

　第四 に ， 原ス トー リ
ー

に 出会 っ た者 は
， 聖書的ナ ラ テ ィ ヴそ の もの を生 きる

者 へ と変 え られ る 。 聴 き手は 原 ス トー リー に よ っ て 示 され た 根源 的現 実 に 参 与

し ， そ れを自らの ポ ス ト ・ス トー リー と して 受け止め て
， 神の 民 の 物語を生 き
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物 語 る 説教 と は 何か

る 人 間 とな る 。 良い 物 語 は 深 い 思 索 へ と誘 い
， 行 動 へ の 展 望 と勇 気 を与 え る 。

神学 的 に 言 え ば
，

こ の 領域 に お い て ま さに キ リス ト教倫理 学 の 展 開 が 期 待 され

る 。

　そ こ で は
， もう

一
度 我 々 の 物 語 が 例話 と して 用 い られ る こ と も起 こ り うる 。

そ れ は しか し
，

もは や 前 ス ト
ー

リ
ー と して で は な く

， 福音 に 生 きる 者 た ちの 証

し として で あ る 。 そ れ 故 ，
上 記 の 三 つ の 道 に もう　つ

，

　 d　証 言 ノ道 （via 　testimonium ） ：後 ス トー リー が原 ス トー
リ

ー を証 言す

　　 る 場 合

を加 え る こ とが で きる だ ろ う。

　  人格的神関係 の 自己発 見 的 （heuristisch）確 立

　第五 に
， 説教 に お い て は

， イ エ ス ・キ リス トに お い て 人 とな り， 今 も聖霊 を

通 して 私 た ちに 人格的に 関 わ っ て 来 られ る神 の 臨在が 明確 に な らな けれ ば な ら

ない
。 しか もそ れ を原理や 知識 と して 提示す る の で は な く， 説 教の 語 りを通 し

て
， 聴 く者が そ の 事実 を 自分 に と っ て の 真実 と して 自 ら発 見 で きる よ うに ， 物

語の 言葉 で 誘導す る こ とが 大切 なの で ある
〔1ろ｝

。

結 び に 代 え て … … 説教 に お ける筋立 て の 工 夫

　物語 的言 述 の 特徴 は 文 体 論 や 時 制論 に 尽 きる もの で は な い
。 そ れ に 劣 らず重

要 な点 は そ の 独特 の 構造 に あ る 。 物語 る とい う行為は そ もそ も
，

人 間的な経験

を 時 間的 に 統合化す る 行為 と して 存在す る 。 物 語 とは
， 筋 立 て に よ る 出来事の

再構築 （ミメ ー
シ ス ）で あ る 。 「時間は 物語の 様式で 分節 され る の に 応 じて 人

間的時 間 に な る 。 そ して 物語 は 時 間 的存在の 条件 とな る時 に
， そ の 完 全 な意味

に 到達す る」 （リ クー ル ）
［］fS｝

。 そ うだ とす れ ば
， 物語 の 不可欠 な要件 は 筋立 て

に あ り ， 語 り と して の 説 教 も また こ の 点 に 自覚的 に な らね ば な ら な い だ ろ う 。

物語の ス キ
ー

マ （図式）をあまりに も固定して構造化する こ とに は 問題が ある

が ， そ うい う研 究 が も っ と な さ れ る べ きで は ない か と思 う 。 今 後の 課題 で あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （はが 　っ とむ）
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〔注 〕

（1 ） 本稿 は 2001 年 1 月 9 〜 11 日 に 八 王子 で 行 わ れ た 第 32 回教 職 セ ミ ナ
ー

（主 題 ：今

　　 日 に お ける 福 音 宣 教 の 課 題 ）に お い て 発 題 した もの を書 き改 め た もの で あ る 。

　　 　なぜ そ もそ も教 会 に 説教 が必 要 なの か とい う，説教 の 存在理 由 を巡 る 問 い に つ

　　い て は
， 既 に 「伝 承 と して の 啓示 」 （『神 学』 62号 ） にお い て そ の 論 議 の 一 端 に

　　触 れ た 。 そ こ で は 主 と して
， 神 の 言表可 能性 と神 の 自己啓 示 と い う問題 と の 関 連

　　で
， 教 義学 の 立場 か ら説教 の 存在理 由が探 求 され た 。 説 教の 基礎 づ け を巡 っ て は

　　な お 教 義学 的 に考 え ら れ ね ば な ら な い 重 要 な問題 が まだ残 さ れ て い る 。 そ れ は ，

　　三 位一 体の 神 の 自己啓示 に 仕 え る 説教 は
，

どこ まで 赦罪 を伝承す る 「恵 ミ ノ 手段

　　（media 　salutis ）」 と して 考 える こ とが で きる の だ ろ うか とい う問 い で あ る 。 しか

　　 し本稿で は こ の 点 に論及 しない
。

（2 ）　 Harald　Weinrich
，
　Tempus ，　 Besprochene 　und 　erzahlte 　Welt

，
　Stuttgart　l　971 （2．　Aufi，）

　　（『時制論』脇坂豊他訳 ， 紀 伊國屋 書店 ，
1982 年）。 ちなみ に H ・ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ

　　は ， カ トリ ッ ク の 言語 学者 で あ る が ， そ の 論 文 「物 語 の 神学 」に お い て ，原 始 キ

　　 リス ト教 会が 食卓の 交 わ り （Tischgemeinschaft ） を 中核 とす る聖 餐共 同体 で あ

　　 っ た とす る な らば ，実 は それ 以 上 に原始 キ リス ト教 会は ， イス ラ エ ル ー イ エ ス ー

　　弟子た ちへ と連綿 と引 き継 が れ る語 りの 共同体 （Erzahlgemeinschaft）で あ っ

　　た こ と を示 して
，

E ・ユ ン ゲ ル を 初 め
，

ドイ ツ 語 圏 の 「物 語 の 神学 」者 た ち に影

　　響 を与 え た 人物 で あ る （H ．Weinrich
，
　Narrative 　Theologie

，
　in ：Concilium　9

　　（1973 ），
S．329−334．拙 著 『物 語 る教 会の 神学 』教 文館 ， 1997 年，39頁，68頁参

　　照 ）。

（3 ） ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ 『時 制 論 』 36頁 以 ド。

（4 ） G ・ジ ュ ネ ッ ト 『物 語 の デ ィ ス ク
ー ル 』花輪 光 ・和泉 涼

一
訳 ， 水声社 ， 1985

　　年， 17頁 。

（5 ） ポ ー ル ・リク
ー ル 『時間 と物語』久米博訳 ， 新曜社， H 巻 ［1988年 ］，

127 頁

　　以 下 。

（6 ） ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ 『時制 論』44頁 。

　 　 　 いけ bts・よ し ひ こ

（7 ） 池上 嘉彦 「日本 語 の 語 りの テ ク ス トに お け る 時 制 の 転 換 に つ い て 」 『語 り
一

　　文化 の ナ ラ トロ ジ ー』 記号学研 究 6
， 東海大学 出版 会 ，

1986年 が あ る 。

（8 ）　 池上 前掲書66頁 。

（9 ） 池上 前掲書 64頁 。
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