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　本 論 は
，

16世 紀 の ロ ー マ ・カ トリ ッ ク教 会 と プ ロ テ ス タ ン ト教 会 へ の 教会分

裂 の 時代 に 生 み 出 され た 教会理解 が 今 日 で も有効 で あ り
，

互 い の 教 会 を分 ち続

け る も の で あ る か ど うか を探 求 す る もの で あ る 。 そ の 場 合 ， そ れ ぞ れ の 教 会 の

代表的指導者で あ る神学者 の 著作 を用 い て 比 較 研 究 され る こ とが 通 常 で あ る と

思 わ れ る 。 しか し
， 本論 で は

， 神学者個 人 の 見解 よ りも
， 教会全 体 で 公 式 に承

認 され
， 採用 さ れ た教 会 的文 書 で あ る信 条 ・信仰告白 に特 に 注 目す る 。 なぜ な
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ら
， 本論の 意図 は 単な る歴 史研究 に ある の で は な く， 過去 の 教会の 歴史か ら今

日 の キ リ ス ト教 会 の 福 音 宣教 に有益 な展 望 を得 る こ と に ある か らで ある 。 神学

者個 人 の 神 学 的 主 張 の 中 に は
， 個 人 的 主 張 に 留 ま っ た もの も多 くあ り， 必 ず し

も教会 の 実態 を反 映 して い ない 場合 が あ る 。 そ れ に 比 較 して
， 信条 ・信 仰告 白

は 教会 の 公 の 記録 で あ り
，

歴 史の 教 会 の 実 際 の 姿 を よ り正 確 に 表 現 し て い る 。

信 条 ・信仰 告 白 の 比 較研 究 の 意 図 は そ こ に あ る 。 本 論 で は
，

16 世紀改 革派 教 会

の 代表的信 仰 告白で あ る 厂第ニ ス イス 信仰告白」 を取 り扱 う。

1　 問題の 所在

本論 の 問 題 とす る と こ ろ は
，

16世 紀 改 革派 の 信 仰告 白 を代 表 す る もの の 一 つ

で ある 「第ニ ス イス 信仰告 白」が ， 今 日で もそ の 位置 を保 つ こ とが で きる か を

知 る こ とで あ る 。

20世紀 の 後半 ， 第ニ ヴ ァ チ カ ン 公会議 に よ っ て ロ ー
マ ・カ トリ ッ ク教会 は大 き

く変容 した 。 16世 紀 の ト リエ ン ト公 会議 の 神学 路 線 は 大 幅 に 修正 され
， もは や 今

日の ロ ー マ ・ カ トリ ッ ク教 会の 姿を正 確に 表現 し て い な い
。

第ニ ヴ ァ チ カ ン 公 会 議 直 後 の 1965年 よ り，
ロ ー

マ ・カ トリ ッ ク 教 会 とル タ
ー

派教会 との 間 で エ キ ュ メ ニ カ ル な対話 と一
致 の 試 み が

，
ヨ

ー
ロ ッ パ に 先立 っ て

ア メ リ カ で 開始 され た 。
ヨ ー ロ ッ パ で 漸 く神学者 レ ベ ル で の 両 者間の 対話が 始

め られ たの は
，

こ の ア メ リカ で の 動きに 触発 され て の こ とで ある
ω

。
こ の 30年

以 上 に 亘 る試 み は す で に
， 様々 な局 面 に お い て 成 果 を もた ら して い る 。 た と え

ば ， 義認や 聖化 な ど の 主要 な教 理 条項 に 関 して の 共 同 宣言 が 発 せ られ た り，

一

部で 共 同陪餐 が 実施 され る な どで あ る 。 そ の 教理 的対話 の 成果 は カ
ー

ル ・レ
ー

マ ン とバ ネ ン ベ ル ク の 共 同執筆の 書
（2）

に お い て 報告 され て い る 。 また
， 同様 の

運動は 近年の 日本に お い て も行わ れ て い る こ とは周知 の こ とで あ る（3）
。

　こ の よ う な ロ ー マ ・カ トリ ッ ク とル タ ー 派教会の 対話 と一
致時代 の コ ン テ キ

ス トの 中 で
， 改革派教 会 は 自己の 神学 を どの よ うに理 解 し位 置づ け て い くだ ろ

うか 。 依 然 と して 16 世紀 の キ リス ト教界 観の ま まに
， 頑迷 固 陋 に 自己 の 神学 の

優 越性 を 主張 し続 け る の だ ろ うか 。 そ れ が 可 能 で あ る とす れ ば ， どの よ うな 理
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由 に よ る の だ ろ うか 。

本 論 は 以 上 の よ うな 問 題 意 識 か ら 「第ニ ス イス 信 仰 告 白」 の と りわ け 聖 餐論

を吟味す る
。 「第 ニ ス イ ス 信 仰 告 白」 を扱 う理 由 は

，
こ れ が 16世 紀 の ス イ ス 改

革 派 が 生 ん だ最大 且 つ 最良の 信仰告白 と呼 ば れ
［．1・1

，
こ れ が 当時の ス イ ス 改 革 派

を 神学的 に結 束 し
，

トリ エ ン ト公 会議 の ロ
ー マ ・カ ト リ ッ ク教 会 と 『和協信条』

の ル タ ー 派教会 に 対 峙す る もの だ か ら で あ る ％

　聖 餐 論 を取 り上 げ る 理 由 は
，

1529 年 の マ
ー ル ブ ル ク 会談 に お い て プ ロ テ ス

タ ン ト内部 の 分岐点 とな っ た の は 聖 餐 論 で あ っ た こ とで あ る 。 そ こ で は キ リ ス

トの 身体的現臨 の 問 題 が 焦点 と な っ た 。 実際 ，
ル タ ー 自身が こ の 点 に 関 し て 熱

狂 主義 の 側 に つ くよ りは 教 皇 の 側 に つ くこ と を 選 ぶ と言 っ た よ う に ， 聖 餐 論 に

つ い て は ロ ー マ ・カ トリ ッ ク教 会 と ル タ ー 派教 会 が 神学的合意 に 達 す る 可 能 性

が あ る こ とは 16世紀 に お い て す で に 予想 し得 る こ とで あ っ た 。 身体 的現 臨 の 教

理 を拒 否 し た の は 改革派 だ けで あ る 。 け れ ど も ， 今 目 の 改革派教 会 は こ の 事実

を軽視 し て い る よ う に思 わ れ る 。 改 革 派 は 「聖 書 の み 」 「恵 み の み 」 とい っ た

宗教 改 革 原 理 を共有 す る こ と に よ っ て ル タ
ー

派 と プ ロ テ ス タ ン ト教 会 と し て の

一
体性 を疑 わ な い か の よ うで あ る 。 しか し ， 果 た して 20世 紀 の キ リ ス ト教界 の

歴 史で 私 た ち が 現 に見 た こ と は
，

ロ
ー

マ ・カ トリ ッ ク教会 ＝ ル タ ー 派教会問の

対 話 と一 致 の プ ロ セ ス で あ っ た 。 端 的 に 言 っ て
，

ル タ
ー

派 は 改 革派 が 考 えて い

る 以 上 に ず っ とロ ー マ ・カ トリ ッ ク的なの で あ る 。

　近 年 ，
ア メ リ カ な ど で は

一
部 の 改 革派 ， 長 老派 が ル タ ー 派 と共 同 聖 餐 の 試 み

を して い る が
，

そ れ は依然 と して 改革派教会の 全 般 的 な問 題意識 とは な っ て い

な い 。 改革派神学が20 世紀 の エ キ ュ メ ニ カ ル な対話に 参与す る の で あ れ ば
，

そ

の 第
一

歩 は ル タ ー 派 と の 聖 餐 理 解 に お け る 壁 を乗 り越 え る 作 業か ら始 め られ な

けれ ば な らない の で は ない だ ろ うか 。 さ らに ， その 作業は 特定の 神学者個人の

主 張 を 吟味す る こ と に よ っ て で は な く， 教 会 の 信 条 ・信 仰 告 白の レ ベ ル に お い

て な され な けれ ば な らない と考える 。

　本来 は
，

さ らに 「聖 書 と伝統 」「義 認 」 「原罪 」 な どの 教 理 に つ い て も検討す

べ きで あ る が
， 紙幅 の 都 合 もあ り， そ れ ら に つ い て は 別 の 機 会 に 譲 る こ と とす
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る 。

11　 ブリ ン ガ ー
研 究の 動向

　近 年 に お ける ブ リ ン ガ ー
研究 の 議論 の 焦点 は

，
ブ リ ン ガ ー の 神学 の 中心が契

約神学 で あ る か 否 か に 関す る もの で あ る 。 議論 の 出発点 とな っ た の は
，

ベ イ カ

ー
（J．Wayne 　Baker ）が 著 した Heinrich 　Buttinger 　and 　the 　Coven α nt ：The

Other　Reformed 　Trα dition （1980年）で あ る 。
ベ イ カ ー

は 1991年 に もマ ッ コ

イ （Charles　S．McCoy ） と 共同執筆で ブ リ ン ガ ー
に 関す る研 究 書 FozLntα in−

he αd　of 　Feder αlism を著 した 。
ベ イ カ ー

の ブ リ ン ガ ー
解釈 の 立 場 は

， 契約 概

念 が ブ リ ン ガ ー
神学 の

一
貫 した 核心 で あ る と い うもの で あ る 。

　
ベ イ カ ー の ブ リ ン ガ ー

研究 を批判 した学者 らに ， ダ ウ ェ イ （Edward 　Dowey ），

ガ ル シ ア ・ア ー キ ラ （Aurelio　A ．Garcia　Archilla），
ミ ュ ラ ー （Richard　Muller）

らが 挙げ ら れ る
。

ベ イ カ
ー

へ の 主 な批判 は 彼 の ブ リ ン ガ ー
解釈 の 次 の 四 つ の 点

に 集約 され る 。 （1）契約 は ブ リ ン ガ ー 神 学 の 指導 的 理 念 で あ る ， （2＞ ブ リ ン ガ

ー
の 契約概 念 は 相 互 的 （bilateral） で 条件的 （conditional ） で あ る

， （3）予 定

の 教理 に 関 して
， ブ リ ン ガ ー は カ ル ヴ ァ ン と大 き く異 な っ て い る

， （4）ブ リ ン

ガ ー
の 神 学 は カ ル ヴ ァ ン の もの と は 異 な る

一
つ の 改革派 の 伝統 で あ る

（6）
。

　ア ー キ ラ は
，

ブ リ ン ガ ー
の 神学の 中 に 条件的

・
相 互 的 な契約概念 を読み取 る

こ と は ブ リ ン ガ ー
に 人 間 の 神 人 協 力 的 な 自由 意 志 を 与 え る こ と に な る

，
と批 判

した
。 また

，
ミ ュ ラ ー は

， 契約概念 が ブ リ ン ガ ー 神学 の
一

貫 した指導原理 で あ

る こ とに 異議 を唱 え ， 特 に 第 ニ ス イ ス 信 仰告 白は 契約 の 教 理 は 全 く欠 い て い る

と主張 した 。 ダ ウ ェ イは ブ リ ン ガ ー の 生涯に 亘 る 全著作を貫 く神学的確信を三

つ 挙 げて
， （1）古代 の キ リ ス ト教 信 仰 ， （2）一

つ の 永 遠 の 契約 ， （3）普公的

な正 統信仰 ，
と した 。

こ れ に 対 して ，
ベ イ カ ー

は ブ リ ン ガ ー に 一
貫 した 神学 的

確信 が あ る こ とに は 同 意 しな が ら も ， そ れ は
一

つ の 永遠 の 契約 で あ っ て
， 他 の

二 つ は こ の 契 約 とい う文脈 の 中 で 語 られ て い る
，

と主 張 した 。

ベ イ カ ー
の 研究 は ブ リ ン ガ ー の 50年間 に 亘 る 著作活動 を三 期 に 分けて

， そ れ

ぞ れ の 著作 を子細 に 検討す る とい う重厚 なもの で あ る 。 第ニ ス イス 信仰告白は
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1561 年 か ら1575年 まで の 15 年 間 の ， ブ リ ン ガ
ー

の 著作活動 の 第三 期 の 中 に あ

る 。 ダ ウ ェ イや ミ ュ ラ
ー は ， 契約 概 念が 第ニ ス イス 信仰告 白の 中で そ れ ほ ど際

立 っ て 重 要 な役割 を果た して は い な い と 主張 す る 。

ベ イ カ
ー

に よ れ ば
，

ブ リ ン ガ ー は 第 ニ ス イ ス 信 仰 告 白の 18章で 「古 い 民 」 と

「新 し い 民 」 を 区別 す る 。 古 い 民 に 神 が 遣 わ され た の は 族 長 ， モ ー セ ， 預言者

らで あ り
， 新 しい 民 に は ひ と り子 キ リ ス トと使徒で あ る

7〕

。 そ して
，

19章の 聖

礼典 論 で
，

旧 約 の 民 の 聖 礼 典 を割 礼 と犠 牲 と し て ほ ふ られ る 過 ぎ越 しの 小 羊 ，

新約 の 民 の 聖礼 典 を洗礼 と聖 餐 と し
， 両者 を区 別 しつ つ

， そ の 実 体 は 同 じで あ

る と しだ
8）

。
こ こ か ら ，

ブ リ ン ガ ー は 洗 礼 の 章 に お い て 契約 に 言及す る 。 第ニ

ス イ ス 信仰 告 白で は こ こ だ け が ブ リ ン ガ ー が 契約 概 念 に 触 れ た 箇 所 で あ る 。
ベ

イ カ ー
に よ れ ば

， 第ニ ス イ ス 信 仰告 白は 当 時 の 改革派教会 に
一

致 を もた らす た

め に 起 草 さ れ た の で あ り，
ブ リ ン ガ

ー
は 契約 と い う未 だ 親 し まれ て い な か っ た

特定 の 神学概念 を こ の 信仰 告 白 とい う場 の 前面 に 出 す こ と を避 け た の で あ る 。

1566 年出版当時 ，
ブ リ ン ガ ー は 契約 に つ い て 書 い た 改 革 派 唯

一
の 指 導 者 で あ

っ た 。 「ハ イ デ ル ベ ル ク 教 理 問 答 」 を 起 草 した ウ ル ジ ヌ ス や オ レ ヴ ィ ア ヌ ス が

契約概念 を重 視 して 用 い 始め た の は 1570年代 ，
80年代 で あ る 。 改 革派 の 信仰

告 白の 中 で 契 約 が 明 白な 特徴 とな っ た の は 1647年 の 「ウ エ ス ト ミ ン ス タ
ー

信

仰告 白」で あ っ た
．

しか し な が ら ， 契約 概 念 は 改 革派 の 中 に そ れ 以 前 か ら根 を

持 っ て い た の で あ る 。

皿　「第ニ ス イ ス 信仰告 白」聖餐 論の 問題点

1　 「第ニ ス イ ス 信仰告 白 」の 聖 餐 論

　　「第ニ ス イ ス 信仰 告 白」 の 聖餐論 は 大 ま か に 言 っ て 以 ドの 項 目 に 分 け ら

　 れ て 述 べ ら れ て い る 。

  「主 の 晩 餐」 とは 何 か

  主 の 晩 餐 の 原 作 者 ， 聖 別者 は だ れ か

  主 の 晩餐 は 神 の 恵み の 記 念で あ る

  印 とそ れ に 表 さ れ た事 柄 そ の もの
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  主 を霊的に 食す る

  食物 で あ る キ リ ス トは われ われ を生 命の うち に さ さえ た もう

  キ リ ス トが与え られ ， あ る い は 受け ら れ る の は
， 信仰 に よ っ て で あ る

  霊 的食物

  主 の 体の 飲食 は 救 い に と り不 可 欠 で あ る

  サ ク ラ メ ン タ ル な 食 し方

  共同体行為 と して の 聖 餐

  不信仰な者は 聖礼典を己に 対する裁 きとして 受ける

  主 の 晩餐 に お け る キ リ ス トの 現 臨

  主 の 晩餐 の そ の 他 の 目的

  主 の 晩餐 へ の 備 え

  主 の 晩餐 の 儀 式 と二 種陪 餐

  ロ ー
マ ・カ トリ ッ クの ミサ の 拒否

　ヤ コ プ ス は 「第ニ ス イス 信仰告 白」 の 特徴 に つ い て 次 の よ うに 述べ る 。 「第

ニ ス イ ス 信条 は
， 教会 の 身体性 と聖霊 の 形 成 力 に つ い て の 信仰告白な の で あ り，

言 い か え れ ば
， 生 命 的 な 教 会 の 肢 の うち に ご 自身 の 力 を 具現 化 して ゆ くか し ら

な る キ リ ス トに つ い て の 信仰 告 白な の で あ る 。 （中略 ） こ の 信条 は ， カ ル ケ ド

ン 信 条 に お け る キ リ ス ト論的 ， 聖 霊論 的命題 の 基 礎 に 立 っ て （11章）， 聖霊 に

お け る キ リ ス トの 現 臨 と ， 両 性 の 交流 と し て の 属 性 の 交 流 と を告 白 し て い る 。

こ の 聖札典信仰 の 理解 に と っ て 決定的 な こ とは 「分離され ず ， 混合 されず」 と

い う意義 の 認 識 で あ る 。 す な わ ち ， そ こ で 関 連性 が い わ れ て お り ， 同
一

性 は し

りぞ け られ て い る の で あ る」
（9｝

。

ヤ コ プ ス の 評 価 の 最後の 一 文 に 注 目 した い
。 こ れ は 「第ニ ス イ ス 信 仰 告 白」

の 聖餐論 の 神学 の 要 点 を的確 に 言 い 表 し て い る ． す な わ ち， こ の 信仰告 白は

「分 離 さ れ ず ， 混 合 さ れ ず 」 とい う カ ル ケ ドン 的 な認 識 を 核 とす る こ と に よ っ

て ， 起草者 ブ リ ン ガ ー が ツ ヴ ィ ン グ リの 弟子 で あ る よ うに
，

こ の 信仰告 白が ツ

ヴ ィ ン グ リの 神 学 か ら大 きな影 響 を受 け て い る こ と を明 らか に して い る 。 ヤ コ
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「第ニ ス イス 信仰告 白」の 聖 餐論

プ ス の 云 う 「同 一一
性 」 と は ル タ ー 的 な 「礼 典 的一 体 性 」 （Unio　Sacramentalis ）

の こ とを指 して い る
。

つ ま り，
ル タ ー

に お い て は
，

キ リス トの 神性 と人 間性 と

の 分 ち難 い
一

体性 が 言 わ れ
， そ こ か ら 「キ リ ス トの 神性 の あ る と こ ろ ど こ に も

人 間性 が 存す る 」 とい う遍 在 の 考 え 方 が 生 じる 。 ル タ
ー

に お け る 「属性 の 交 流」

（communicatio 　 idiomatum ） とは そ の よ うな 意味 で 考 え られ る
。 同様 に

， 聖

餐の 物素で あ る パ ン とぶ ど う酒 が 聖 別 さ れ 分 け与 え られ る と同 時 に キ リ ス トの

真の 肉 と血 が パ ン とぶ ど う酒 と 共 に 与 え られ 食 さ れ る 。
こ れ が 「礼 典 的

一
体性」

で あ る が ，
ヤ コ プ ス に よ れ ば

，
こ れ が 「第ニ ス イ ス 信 仰 告 白」 で は 拒 否 さ れ て

い る の で あ る 。 代 わ り に ， そ こ で は 「関 連 性 」 が 強 調 され る 。 す な わ ち
， 1分

離 され ず ， 混合 さ れ ず 」 の 「混合 され ず」が 強調 さ れ て
， 実質的に は キ リス ト

の 神 性 と 人 間 性 の 分 離 聖 餐 の 物 素 とキ リ ス トの 真 の 肉 と血 と の 分離が 前面 に

出 る こ と に な る 。 ツ ヴ ィ ン グ リの 理 解 に よ る 「属 性 の 交替」 と は
， 聖 書が キ リ

ス トの 神性 に 属 す る よ う な 事 柄 を キ リ ス トの 人 で あ る こ と に 当て て 言 っ た り ，

キ リ ス トの 人 間性 に 属 す る よ うな事 柄 を キ リ ス トの 神で あ る こ と に 当て て 言 っ

た りす る こ と を指 して い る 。 こ れ は
，

ル タ ー
の 言 う と こ ろ の キ リ ス トの 神性 と

人 間性 との 分 ち難 い
一

体性 で は ない 。 同様 に ， 聖 餐理 解 に お い て もツ ヴ ィ ン グ

リ は
，

ヨ ハ ネ福 音 書 6 章63節 の 「命 を与 える の は
“

霊
”

で あ る 。 肉 は 何 の 役 に

も立 た な い 」 と い う聖句を根 拠 に ， 聖 餐 に お い て 重 要 な の は 物 素 で は な く， 信

仰 と聖霊 に よ っ て 天 の 神の 右 に 座 す キ リ ス トに 与 る こ とで あ る と説 い た 。 す な

わ ち ， 聖 餐 の 儀式 や 物素は 全 く無意味 で は な い と して も ， 重要 なの は 天 上 の キ

リス トに 与 る こ とで あ り ， そ こ で は 聖 餐 の 儀式 や 物 素 と天 上 の キ リ ス トと の

「関 連性 」 が 考 え られ て い る だ け な の で あ る 。

ヤ コ プ ス が 「第ニ ス イ ス 信仰 告白」 に 関 して ，

一 体 性 が し りぞ け られ 関 連性

が い われ て い る
，

と言 うと きこ の よ うな 内容 を指 し て い る 。 す なわ ち ， 「第 ニ

ス イ ス 信仰 告 白」 は 基 本 的 に ツ ヴ ィ ン グ リの 神 学 を受 け 継 い で い る もの な の で

あ る 。 こ こ で は
，

こ の よ うなヤ コ プ ス の 評価 を参考に しつ つ
， 上 記 の 諸 項 目の

中 に 見 ら れ る 「第 ニ ス イ ス 信 仰 告 白」の 特徴 と問 題点 を吟味 して い く。 そ の 場

合 ，
ル タ

ー
派 の 「和協信条」 と カ ル ヴ ァ ン の 『キ リ ス ト教綱要』 と比 較す る 。
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　 2　 「霊的」 とい う用語 の 使用 と 聖霊 の 働 きの 強調

　先 に 引用 した ヤ コ プ ス の 評 価 に よれ ば
，

こ の 信 仰 告 白 は 「カ ル ケ ドン 信 条 に

お ける 」「聖霊 論的命題の 基 礎 に 立 っ て 」「聖霊 に お け る キ リス トの 現臨」を告

白 して い る 。 ヤ コ プ ス が指摘 す る 通 り， 「第ニ ス イス 信仰告 白」 の 聖 餐論 に は

「霊的」 とい う語の 頻繁な使用 と聖霊 の 位置 と働 きの 強調 を確認す る こ とが で

きる 。 以 下 に 問 題 とな る 箇所 を挙 げ ， そ れ とル タ ー 派信 仰告 白の 表現 と カ ル ヴ

ァ ン の 言 葉 と の 比 較 をす る 。

　 「主 の 食 卓」， あ る い は 「エ ウ カ リス テ ィ ア 」， す な わ ち 「感 謝」 と も呼

ば れ る 「主 の 晩餐」は
， そ れ ゆ え

一
般 に 「晩餐」 と呼ば れ る が

，
キ リス ト

に よ っ て 最後の 晩餐 の 時 制定 さ れ ， 今 もそ れ を写 し出 し， そ こ に お い て 信

仰者 は 霊的 に 食物 を食べ
， 飲 み 物を飲 む の で ある

（1°）
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （上 記   厂主 の 晩餐」 とは 何 か）

　そ して こ の こ とが われ われ に 外的 に は こ の 聖 礼典 に お い て
， 仕 え 人 た ち

に よ っ て
， あた か も目に 見える よ うに 表 され

， 内的 に は聖 霊御自身に よ っ

て 見 る べ か ら ざ る さ まで 魂 の 内 に 表 され る 。

　　　　　　　　　　　　　 （上 記   印 とそ れ に 表 され た 事柄 そ の もの ）

　そ うい うわ け で 信仰 者 は 主 の 仕 え人 に よ っ て 与 え ら れ る物 を受 け ， 主

の パ ン を食 べ
， 主 の 杯 か ら 飲 む の で あ る 。 し か し ，

一
方 ， 内 的 に は キ

リ ス トの 業 が 聖霊 に よ っ て 遂行 さ れ
， 彼 ら は 主 の 肉 と血 を 受 け ，

こ れ

に 養 わ れ て 永遠 の 生 命 に 至 る の で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　 （上 記   印 と そ れ に 表 され た 事柄 そ の もの ）

　また
，

キ リ ス トを霊 的 に 食す る こ とが あ る 。
こ れ は 食物 そ れ 自体が 霊

に 変わ る と わ れ わ れ が考 え て い る と い う もの で は な い
。 そ う で は な く
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て
，

主 の 体 と血 が
， 本 質 と固 有 性 を保 っ た ま ま で

，
こ の 食 し方 を通 じ

て わ れ わ れ に 霊 的 に 伝達 さ れ る こ と で あ り ，
そ れ は 身体 的 な 方法 に よ

らず ， 霊 的 な方 法 に よ っ て
， 聖霊 を通 じて で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （上 記   主 を霊 的 に 食す る ）

　こ れ らの 文言で 言わ れ て い る こ とは
， 聖 餐の 物素を食する 者 は

， 単 に 物素 を

食べ て い る の で あ っ て
，

キ リ ス トに 与 る こ と は
，

目 に 見 え な い
， 内 的 な 仕 方 で

，

聖霊 の 働 きに よ っ て 起 こ る ， とい うこ とで あ る 。

　 ル タ
ー

派内の 分 派 に よ る 論争 に 決 着 をつ け， 神 学 的
一

致 を もた らす こ と を 意

図 した 『和 協信条』で は
，

こ れ らの こ とは ど う言い 表 さ れ て い る の だ ろ うか 。

端的 に 言 っ て ， ル タ
ー

派 は ， 主 の 晩 餐 を 通 して キ リ ス トに 与 る 秘 儀 を 考 え る と

き ， 聖霊 に 直接 言及す る こ とは しな い 。 ル タ
ー

派が 重視す る の は 聖 霊 で は な く，

キ リス トの 約束 の 言葉 で ある 。

　四 ，
しか し

， 同時 に
，

わ れ わ れ は
，

一
致 して 次の よ うに信 じ ， 教 え ， 主

張す る 。 聖 餐 を守 る に あ た り， キ リ ス トの 設 定 の こ とば は
， け っ し て 省 略

さ れ る べ きで は な く
，

「わ れ わ れ が 祝 福 す る 祝福 の 杯 」 な ど と コ リ ン ト人

へ の 第
一

の 手紙 第 10章 〔10・16また 11・23 −25〕 に 書か れ て い る まま に ， 公

に 語 られ る べ きで あ る 。 こ の 祝福 は
， キ リ ス トの み こ とば を語 る こ とに よ

っ て 生 じ る の で ある
CllJ

。

　 こ の キ リ ス トの 約束 の み こ とば と同様 に 決定的 に 重要な の は
， 「聖礼典的結

合」 （Unio　Sacramentalis） で あ る 。 す な わ ち
，

ル ター 派 に お い て は 聖 餐 の 物素

と共 に キ リス トの か らだ は 現在 し
， 物素 に与 る と同時 に キ リス トの 肉 と血 に も

与 る こ とが 告 白さ れ て い る 。

六 ，
わ れ わ れ は

， 次 の よ うに ， 信 じ， 教 え ， 告 白す る 。 キ リ ス トの か ら だ と

　血 と は
， 霊 的 に 信 仰 に よ っ て だ け で は な く ， 口 に よ っ て も， パ ン とぶ ど う
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酒 と もに受 け られ る 。 それ は
， 礼典的結合の ゆ え に ，

カ ペ ナ ウ ム 的な （日

常 の 飲食の ）仕方に お い て で は な く ， 超 自然 的 な また 天 的 な仕方 で
， 受 け

られ る の で ある
U2）

。

カ ル ヴ ァ ン に お い て は
，

こ れ らの こ とは どの よ うに 表現 され て い る だ ろ うか 。

（1）す な わ ち ，
か れ ら に と っ て は 「食す る 」 とは

，
た だ 「信 じる」 こ とで あ

　る。 だが ，
わ た しは言 う ，

わ れ わ れ は キ リス トの 肉 を 「信 じつ つ 食す る 」

　の で あ る 。 なぜ な ら
，

か れ は信仰 に よ っ て わ れ わ れ の もの と な りた まい
，

　こ れ を食す る こ とは
， そ の 信 仰 の 実 り

，
また結 果 で あ る か らで あ る 。 （中

　略）か れ らに と っ て は ， 食す る こ とが信 仰 で あ り， わ た し に と っ て は
，

む

　しろ
， 食す る こ と は信 仰 に と もな う もの と思 わ れ る

（「
％

（2） しか もまた
，

わ た し と して は
，

キ リス ト 〔の 御 か ら だ〕 とわ れ われ と の

　ある種 の 交 わ りは 認 め る け れ ど も ，
わ れ わ れ をた だ御霊 に の み あず か る も

　の た ら しめ て
，

厂肉」 と 「血 」 と に 言 及 す る こ と を 〔全 く〕な お ざ りに す

　る 人 々 に ， 不 満 を禁 じ得ない の で あ る
M

。

　　 そ れ ど こ ろ か ， か れ は 自 ら宿 りた もうた と こ ろ の 肉そ の もの を ，
わ れ わ

　れ を生 か す 肉 と した まい
，

こ うして
，

こ の 肉 に あず か る こ と に よ っ て， わ

　 れ わ れ が 不 死 の 生 に 養 わ れ る に い た る よ うに した も うた の で あ る
“tj）

。

（3） しか も
， 場所 的に これ ほ ど離 れて い る キ リス トの 肉が ， わ れ わ れ の 食物

　 とな る た め に ，
わ れ わ れ の もと に まで 入 りこ む と い うこ とは

，
信 じがた く

　見える と して も
，

そ れ で もわれ わ れ は， 聖霊 の 隠され た御力が ， われ われ

　 の あ らゆ る感覚 を どれ ほ ど越 え て い る か ， また ， その 無限 の 偉大 さ をわ れ

　われ の 尺度で お しは か ろ うとす る こ とが
，

ど ん な に 愚か しい か を思 い 起 こ

　すべ きで あ る 。 そ の よ うな わ け で あ る か ら
，

わ れ われ の 精神 を も っ て は 把

　握で きな い こ とが らは
， 信仰 を も っ て 受 け い れ よ う 。 す な わ ち， 御 霊 が 空

　 間的にへ だ て られ て い る こ とど もを， 正真正 銘 ，
ひ とつ に結 び合わせ た も

　 う
“6）

。
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　こ れ らの カ ル ヴ ァ ン の 言葉 に よ れ ば
，

主 の 晩餐 に お け る 飲食 は
， 単 に わ れ わ

れ を聖 霊 に 与 らせ る た め の もの で は な く ，
キ リ ス トの 肉 と血 に 与 らせ る もの で

あ る 。 そ して
，

こ の 飲食は キ リ ス トの 肉を信 じつ つ 食す もの で あ っ て
，

そ れ以

外 の 方法 で は こ の 飲 食 は 無 益 な もの と な る 。 と こ ろ で
， キ リス トの 人 間性 は 天

の 神 の 右 に あ る の で あ る が
，

カ ル ヴ ァ ン に よ れ ば
，

そ れ は わ れ わ れ 人 間 と場 所

的 に は る か に 隔 て られ て い る 。 そ こ で
，

そ の 空 間 的 に 隔 た っ た キ リ ス トの 肉 と

わ れ わ れ とを結 び 付 け る た め に
，

カ ル ヴ ァ ン は 「聖 霊 の 隠 さ れ た御 力 」 に 頼 る

の で あ る 。

　第ニ ス イ ス 信 仰 告 白は 「霊 的 な飲 食 」， 「霊 的 な伝 達 」， 「霊 的 な方 法 」 を 言 っ

て い る が ， そ こ で の 「霊 的」 と は 具体 的 に どの よ うな意味 を表して い る の か
，

少 な くと もこ の 信 仰 告 白の 中 か ら は 明瞭 に 理 解 す る こ と は 困難 で あ る 。 そ れ は

こ の 礼典 が 秘儀 で あ る こ と を表現 して は い る の だ が
， 実質的 に は

， 安易 に 「霊 」

を持 ち 出 し て い る に 過 ぎな い と さ え 思 わ れ る 。

　第ニ ス イ ス 信仰 告 白 もカ ル ヴ ァ ン も同 じよ うに ， 聖 餐 を効力ある もの とす る

た め に
， 聖 霊 の 働 き を不 可 欠 の もの と し て い る 。 第ニ ス イ ス 信仰告 白に お い て

は
， 信 仰 者 は 外的 に は差 し出 され た パ ン とぶ ど う酒 を飲食 し

， 内的 に は 聖 霊 に

よ っ て 「キ リ ス トの 業 が 遂 行 され 」 あ る い は 「主 の 体 と血 」 が 伝達 さ れ る 。
と

こ ろ が ，
こ の 信仰 告白は

，
カ ル ヴ ァ ン の よ うに は

， 聖 餐 の 物 素 が キ リ ス トの 肉

で あ る とは 言 わ な い
。 ヤ コ プ ス の 表現 に よ れ ば

， 第ニ ス イス 信仰告白に お い て

は
， 聖 餐 の 物 素 の 飲 食 と キ リ ス トの 肉 と 血 と の 「同

一
性 」 は し りぞ け ら れ

，

「関 連性」 が 示唆 され る の み で あ っ て ， カ ル ヴ ァ ン ほ ど物素 を通 して キ リ ス ト

の 肉 に 与 る こ と を積極的 に 認 め て は い な い 。 ま して
， 和 協 信 条 の 理 解 とは は る

か に 異 な る もの で あ る こ とは 言 うまで もな い
。 さ りとて

，
ツ ヴ ィ ン グ リの よ っ

に 全 て を 聖霊 に 帰 し て
， 飲 食 を 意味 の 無 い もの と考 え る と こ ろ ま で は 行 っ て い

な い
。 第ニ ス イス 信 仰告 白は

， 少 な くと も ，
ツ ヴ ィ ン グ リ よ りもは る か に 肯 定

的 に物素 の 飲 食を と ら え
，

そ れ と キ リ ス トの 体 と血 に 与 る こ と関 連性 を言 い 表

して は い る 。 しか し
，

そ れ は カ ル ヴ ァ ン に 近 い と言 う よ りもむ しろ は っ き りと
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ッ ヴ ィ ン グ リ的 な の で あ る 。 ル タ ー 派 の ア ル トハ ウ ス は
， 改革派 の 聖 霊 に よ る

キ リス トの 現臨 を 「神話」 に す ぎない
，

と評価 した が
， そ れ は 「第ニ ス イ ス 信

仰 告白」 に も当 て は まる こ と に な る 。

　改 革 派神 学 の 聖 餐論 に お け る こ の よ うな 「聖 霊 」 の 使用 が ル タ ー
派 に と っ て

好 ま し くな い 理 由は
， そ れが あ ま りに 自由気 ま まに 用 い られ て い る と思 われ る

こ とで あ る 。 改革派神学 は
， 人 間の 理性 が 把握 しな い 神 秘 に つ い て は 直 ぐ に

「霊 的」 と い う語 や 聖 霊 に 頼 っ て 問題 を処 理 し て し ま うか の よ うな の で あ る 。

ル タ ー 派 は 聖霊 を指す こ とに 関 して
， 極 め て 制 限 的で あ る 。 和協信条の 聖餐論

に つ い て の 文 言 に は あ ら わ れ て い な い が ， そ の 前 提 と な っ て い る 「ア ウ グ ス ブ

ル ク信仰告 白」 で は
， 聖 霊 の 通路 の 問題 が 明瞭 に 規定 さ れ て い る 。 す な わ ち，

そ の 第 5条 （職 務 に つ い て の 条項）で は
，

聖霊 は 正 し く教会の 召 しを受けた教

師の 説教 と聖礼典 を 通 して 働 く，
とい うこ とが告 白 され て い る 。 聖霊で ある 神

は 世 界の 至 る と こ ろ に 存在 し ， 支配す る の で ある が
， そ れ は あ くまで も， 正 し

い 説 教 と聖 礼典 の 教会 を 通 して の こ とな の で あ る 。 改 革派 も正 しい 説教 と聖礼

典 の 二 つ の 教 会 の しる しに つ い て 語 る が
，

そ れ と聖霊 の 働 きを不 可 分 に 密接 に

考 え る とい う理 解 は 前面 に は で て こ な い
。 第ニ ス イ ス 信 仰 告 白は そ の 聖 霊 の 通

路につ い て 語る こ となしに ， 聖霊 に重要な位置を与えて い る 。 改革派とル タ ー

派の 大 きな 分 岐点 の
一

つ は そ こ で あ り ， 第ニ ス イス 信仰告 白 もそ の 不
一 致 の 根

拠 と な る と こ ろ を含 ん で い る と思 わ れ る の で ある 。

　 3　「信仰」の 強調 と その 自立 化 の 危険

　第ニ ス イ ス 信 仰 告 白の 文 言 の 中 に 見 られ る も う一 つ の 特 徴 は
， 「信仰 に よ っ

て 」 な どの 言 葉 の 頻 出 に 見 られ る信仰 の 強調で あ る 。

しか し
，

こ の 霊的 に食 しか つ 飲む こ とは
， 主の 晩餐の 外 に お い て も起 り，

キ リス トを信 じる と こ ろ
，

ど こ に お い て も
，

い か な る 時 に お い て と もな さ

れ る の で あ る 。 お そ ら くア ウ グス テ ィ ヌ ス の 次の 言葉 は こ の こ とを指 し た

もの で あ ろ う。 「ど う し て あ な た は 歯 と腹 と を用 意 す る の か
。 信 仰せ よ 。

124

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

「第 ニ ス イ ス 信仰 告 白」の 聖 餐論

そ うすれ ばあ な た は 食 した の だ」。

（前節 の 項 目  ）

た しか に
， 信仰者 は 信 じた 時 ， 先ず命 を与 え る 食物 を受 け た の で あ り，

そ れ を今 も受 け て い る の で あ る が ， 今 や さ ら に こ の 聖礼 典 を受 け る 時 ， 少

な か らぬ もの を受 け る の で あ る 。 なぜ な ら
， 主 の 御体 と御 血 に 与 り続 け る

こ と に よ っ て 前進 し
，

い よ い よ燃 え上 が らせ られ ， 信仰 を増 し加 え ら れ
，

霊 的 食物 に よ っ て 活 気付 け られ る か らで あ る 。 なぜ な ら
，

わ れ わ れ が 生 き

る 限 り ， 信 仰 は 成 長 を続ける か らで あ る 。 そ して
， 真実 な 信 仰 を も っ て 外

的 に こ の 聖礼 典 を受 け る もの は
， 単 に 印 を受 け る の み で な く， 上 述 した よ

うに
， 事柄 そ の もの を受け る の で あ る

。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （前節 の 項 目  ）

　 こ れ ら の 文 言 に は
， 大 きな問題 点 が あ る 。 こ こ で は 信仰の 強調 が 過 度 に な り，

信 仰 そ の もの が 第
一

義的 な もの と な っ て ， 聖 礼 典 の 重 要 性 は 後 退 し て い る 。 下

線部 に 注 目 す る と
，

キ リ ス トの か ら だ の 霊 的飲食 は
， 信仰 が あ れ ば い つ で も ，

ど こ で で も起 る の で あ っ て
， 必 ず し も聖 礼 典 の 場 に 限 定 され な い こ と に な る 。

そ こ で は
， 聖 礼 典 は 絶 対 不 可 欠 とい うも の で は な く ， 「今 や さ ら に 」「す くなか

ら ぬ もの を受 け る 」 た め の もの に す ぎな い
。 「信 仰 」 が 第一

義 的 に 重 要 な もの

で あ っ て
， そ れ に よ っ て 神 ・人 両性 の 全 きキ リ ス トの ま こ との か ら だ と血 が 分

け与 え られ 食 され る こ と に よ り ， 永遠 の 生 命 と罪 の 赦 しが 与 え られ る と こ ろ の

聖礼典は 第二 義的 な もの とな っ て しまう。

　 こ の 点 に 関 して ， 和協信条で は 次の よ うに 告 白 され て い る 。

　七
，

わ れ わ れ は
， 次 の よ うに ， 信 じ， 教 え ， 告 白す る 。 ま こ との 信仰者

また ふ さ わ しい 者 だ け で な く
，

ふ さ わ し くな くま た 信 じて い な い 者 も ，
キ

リ ス トの まこ との か らだ と血 を受ける 。 しか し ， 彼 らは
， 回心 し ， 悔 い 改

め る の で な け れ ば ，
い の ち と慰め に 至 る の で な く ， 審 き と 罰 と に 至 る

c17 ）

。
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　九 ，
わ れ わ れ は

， 次 の よ うに
， 信 じ

， 教え ， 告 白す る 。 どの よう に弱 い

信仰で あ っ て も
，

まこ との 信 仰 者 で ， 生 きた 信 仰 を もち つ づ け る ， 聖餐 を

受けて審 きに至 る者 は ない
。 聖餐は

， 弱い が 晦い 改め て い る キ リス ト者の

た め に
， 特 に 設 定 さ れ ， 弱 い 信 仰 の 慰 め と強化 と に 至 らせ る の で あ る

（IB）

。

　カ ル ヴ ァ ン の こ の 点 に 関す る見解 に つ い て は ， 前節で 引用 した箇所 を再度 記

す必 要 が あ る 。

　す なわ ち ，
か れ ら に と っ て は 「食す る 」 とは

，
た だ 「信 じる 」 こ とで あ

る 。 だが ，
わ た しは 言う， わ れ われ は キ リス トの 肉を 「信 じつ つ 食す る 」

の で あ る 。 なぜ な ら
，

か れ は 信 仰 に よ っ て わ れ わ れ の もの と な りた まい
，

こ れ を食す る こ とは
，

そ の 信仰 の 実 り，
また結果で あ る か らで あ る 。 （中

略）か れ ら に と っ て は
， 食す る こ とが 信仰 で あ り，

わた しに と っ て は
， む

しろ
， 食する こ とは信仰に ともな うもの と思 われ る

（tg）
。

　和協信条 に お い て もカ ル ヴ ァ ン に お い て も ， 陪 餐 に お い て 信仰が 不可 欠で あ

る こ とが 言わ れ て い る 。 しか しなが ら ， それ は
， 聖 餐 をキ リ ス トの ま こ との 肉

と血 と して 受 け取 る信 仰 が 必 要 なの で あ り ，
キ リ ス トの まこ との か らだ の 現臨

が 第
一

義的 な もの で あ っ て ， 信仰 そ の もの が 目的なの で は ない
。 キ リ ス トの か

らだ に 与 る そ の キ リス トの 現実存在が問題なの で あ っ て
， 人間自体は そこ で は

空 しい もの と な ら な けれ ば な ら な い
。 そ れ こ そ が む し ろ ， と りわ け ル タ ー 派 の

意味す る信仰 な の で ある 。 聖餐 は弱 い 信仰 の 慰め
， 強化で もあ る の で あ る 。 対

照的 に
， 第 ニ ス イ ス 信 仰 告 白に お い て は 信 仰 そ れ 自体 が 実 体 化 して い る よ うに

考え られ
，

そ こ で は信 仰 の 自立 化 の 危険性が あ る の で は な い か と さ え思 わ さ れ

る の で あ る 。

4　 陪餐 と恵 み の 分与 の 同時性 の 否 定

前節 に 引用 した 第ニ ス イス 信仰告白の 文言 に は
， 今

一
つ 重大 な問題点が あ る 。

126

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

「第ニ ス イ ス 信仰 告 白」の 聖 餐論

そ れ は
， 先 の 引 用 箇 所 の 下線 部 分 に お い て ， 聖餐 に 与 る こ と と聖 餐 に よ る恵 み

の 分与 との 同 時性 を ゆ る め て い る こ とで あ る 。 第ニ ス イ ス 信仰告白の こ の よ う

な見解 は
，

ロ ー マ ・カ トリ ッ ク や ル タ ー 派 に よ っ て し りぞ け られ る だ けで な く，

カ ル ヴ ァ ン に よ っ て も受 け 入 れ られ る もの で は な い
。

　 「チ ュ
ー

リ ッ ヒ
ー

致 協 約」 （Consensus 　Tigurinus ） に お い て
，

カ ル ヴ ァ ン は

か な り妥 協 的 に ブ リ ン ガ ー
の 聖 餐論 と の

一
致 を 図 っ だ

3〔”

。 しか し ， カ ル ヴ ァ

ン とて 本来 は 上 記の よ うな第ニ ス イ ス 信仰告白の 見 解 は 受 け入 れ が た い もの で

あ る に 違 い ない
。 そ れ は ，

カ ル ヴ ァ ン の 次の よ うな言葉 か らも明 らか で あ る 。

　そ こ で
，

キ リ ス トの 御 か ら だ の しる し と して パ ン が 与 え られ る と き
，

た

だ ち に ， こ の よ うな 類 比 関 係 を心 に と ら え な け れ ば な ら な い
。 す な わ ち ，

パ ン が わ れ わ れ の 肉体 の い の ちを養 い ・支 え ・保 っ た よ うに t そ の とお り
，

キ リス トの 御か らだ は わ れ わ れ の た ま しい を元 気 づ け ・生 気 づ け る
， 唯

一

の 食物 で あ る とい う関 係 で あ る 。 ま た ， ぶ ど う酒 が か れ の 血 の しる し と し

て 差 し出 され た の を直視す る と き，
わ れ わ れ は

，
ぶ ど う酒が 人間の 肉体 に

与 え られ る益 もそ れ と 同 じで あ る こ と に思 い をい た さな け れ ば な らない
〔跏

。

　 カ ル ヴ ァ ン の 聖 餐理 解 の 特 徴 の
一

つ は
， 聖 餐 の 物 素 とキ リ ス トの か らだ と血

と の 類比 関係 （analogia ）で あ る 。 そ して
， 物素 を通 して 信仰 者が キ リ ス トに

与 る の は聖霊 の 隠れ た御力に よ る ，
とい う 。 ヤ コ プ ス の 言 うよ うな第ニ ス イ ス

信 仰告 白の 「関連 性 」 の 特徴 は ，
一一

面 に お い て カ ル ヴ ァ ン の 類 比 関係 に 通ず る

と考 え られ ない で は ない
。 しか し ，

カ ル ヴ ァ ン は 第ニ ス イ ス 信 仰 告 白が 言 う よ

う に ， 霊 的 飲 食が 「主 の 晩 餐 の 外 に お い て も起 り， キ リ ス トを信 じる とこ ろ ，

ど こ に お い て も ，
い か な る 時 に お い て も な さ れ る 」 と は 決 して 考 え な い

。 ヤ コ

プ ス の い う 「同
一

性 」 を カ ル ヴ ァ ン は し りぞ け て は い な い の で あ る 。 和協信 条

は 「わ れ わ れ の 主 イエ ス ・キ リ ス トの まこ との か らだ とまこ との 血 とが ， まこ

と に ま た実質的 に現 在 し ，

パ ン とぶ ど う酒 と と もに 分 与 され 」
（22 ｝

と して い る

か ら ， 第ニ ス イ ス 信仰 告 白は こ の 点 で ル タ ー 派 と大 きく隔 た っ て い る こ とは 明
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らかで あ る 。 しか し ， 第ニ ス イス 信仰告 白は カ ル ヴ ァ ン の 聖餐理解 か らも逸脱

し て い る の で あ る 。

　近 年 の エ キ ュ メ ニ カ ル な議 論 は ロ イ エ ン ベ ル ク 協定 （Leuenberg 　Concord ）

に お ける 次 の よ うな 共通理解 に 達 した 。

　主の 晩餐 にお い て 昇天 した イエ ス ・キ リス トは ご 自身をその 体 と血 に お

い て 全 て の 者 の た め に ， 約束の 言葉 に よ っ て パ ン とぶ ど う酒 と共に 分け与

え られ る。 こ の よ うにキ リス トは ご 自身を分け隔て な く，

パ ン とぶ どう酒

を受 け る全 て の 者 に 与 え られ る 。 信 仰 者 は こ の 主 の 晩餐 を救 い の た め に受

け る が ， 不 信仰者 は そ れ を 審 きの た め に 受 け る （2S）
。

　さ ら に ， 『リマ 文 書』 の 宣 言 に お い て ，
ル タ

ー
派 ， 改 革 派 ，

ロ ー マ ・カ トリ

ッ クの 神学者らは 次の 定式 に お ける 合意 に 達 して い る 。

　聖 霊 は 十 字 架 に か け られ 昇 天 し た キ リ ス トを 主 の 晩餐 に お い て 真 実 に わ

れ わ れ に 与 え ， 制 定語 に 含 まれ る約束 を満 た して い る
。

エ ウ カ リ ス テ ィ ア

の 出来事 ，
す なわ ち十 字架 に か けられ 昇天 され た キ リス トが ご 自身の 命 を

全 人類 に お 与 え に な る こ とが ， 現実 の もの とな る た め に ， 制定 語 の 主 イ エ

ス の 約束 に よ っ て そ れ は か なえ られ る と確信 しつ つ
， 教会は御父 に聖霊 の

賜 物 を祈 り求め る
｛24）

。

　こ れ らの エ キ ュ メ ニ カ ル な合意 した 見 解 は ，
カ ル ヴ ァ ン の 関 心事 に と っ て も

受け容れ られ 得 る もの と言 え よ う。 しか し なが ら
， 第ニ ス イス 信 仰 告 白は先 の

文言 にあ る よ うに
，

主 の 晩餐の 執行 と恵 み の 分与 の 同時性 ・一
体性 を否定 して

い る の で あ っ て
，

こ れ は どの 教 派の 聖餐理 解 に も適 うもの で は ない
。 極言す れ

ば ， あ の 文言 は 聖 礼典 そ の もの の 破壊 に 至 る 危険性 を持つ もの で あ る 。 そ れ ゆ

え に ， 改 革派 神学が 20世 紀の エ キ ュ メ ニ カ ル な対話 に 参与 す る の で あれ ば ， 元

来別 個 に様 々 な 起 源 を持 つ ス イ ス 宗 教 改 革 の 伝統 を批 判 的 に 検 討 し ， 第 ニ ス イ
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「第ニ ス イ ス 信仰告 白」の 聖 餐論

ス 信仰告 白に 見 られ る よ うな礼典形 式 主義 な （Sacramentalian）見解 を抑制 し ，

カ ル ヴ ァ ン の 聖 餐理 解 を 中心 的 な もの と しな け れ ば な らな い で あ ろ う。

】V 「第ニ ス イ ス 信仰告 白」の 肯定面

　 1　 共 同 体 行 為 と して の 聖 餐

第ニ ス イス 信仰告白の 聖 餐 論 に 関 して
， 肯定的 な評 価 を与 え る こ とが で きる

特 徴 は 「共 同 体 行 為 と し て の 聖 餐」 （IH章 1 節 の 項 目 の   ） で あ る 。 そ こ で は

次 の よ うに 述 べ られ て い る 。

　 さ ら に
， その 信仰 者 は 主 の 制定 と命 令 に 服 従 し

， 己 と全人類 の 贈 い の た

め に な され た こ とに 喜 ば しい 感謝 を捧げ ， 主の 死 の 忠実 な記 念 を行 い
， 自

分 が そ の 肢 で あ る と こ ろ の 教 会 の 前 で 証 しを立 て る 。
こ う して

， 聖 礼 典 の

受領者 に は
， 御体が 渡 され

，
そ の 御 血が 流 され た の は 単 に 人類

一
般 の ため

で な く
， 特 に そ れ に 与 っ て そ れ を永遠 の 生 命 に 至 る 食物 また飲 み 物 とす る ，

信 仰 あ る陪 餐者 の
一一

人
一

人の た め に 渡 され た と い う こ とを証 印 す る の で あ

る
t却

。

　 ブ リ ン ガ ー は
一

教 会 の 牧 者で あ る とい う以 上 に
，

チ ュ
ー リ ッ ヒ 市 全体 を代表

す る 人物 で あ っ た と言 わ れ て い る 。 彼 の そ の よ う な 立 場 が こ の よ うな告 白文 に

表 れ て い る の か 否か は 定 か で は な い
。

た だ
，

ブ リ ン ガ ー
の 言葉 に は

， 教 会 と市

を包括 す る 共 同体 の 行 為 と して の 聖 餐 と い う性 格 を見 て 取 る こ とが で きる の で

は ない だろ うか 。 第ニ ス イス 信仰告 白に よれ ば ， 主 の 晩餐 は キ リ ス トの 恵み の

分 与 で あ る とい う
一

方 で
， 教 会 共 同 体 の

一
人

一
人 が キ リス トの 体 の 肢 で あ る こ

とを公 に 表明 し証 しを立 て る ため の 行為で もあ る の で ある 。

　 こ れ は n 章 で 紹 介 し た 近 年 の ブ リ ン ガ ー 研 究 の 成果 で あ る
，

プ リ ン ガ ー
神学

に お け る 契約概 念の 重 要性 に も関連 して い る 。 ブ リ ン ガ ー に お い て は
， 旧約 の

民 の 聖 礼典 と新約 の 民 の 聖 礼 典 は 異 な る 種類の もの で あ りな が ら
，

そ の 実体 ，

実質は 同 じ もの で あ る と い う明白な確信 が あ る 。 そ の 実体 は 唯
一一

の 救 い 主 キ リ
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ス トで あ る 。
こ の 聖礼 典 の 実 体 で あ る キ リス トを旧約 の 民 か ら新 約 の 民 ， そ し

て 教会は 相 続 して い る 。 神の 永遠 の 約束 を相続 して い る の は キ リス トを主 とす

る教会で あ り，
こ の 聖礼典の 実体に 与 っ て わ れ わ れ は 神の 子 と され て い る の で

あ る 。 教 会 の 共 同体行為 と し て の 聖 餐 は こ の ブ リ ン ガ ー
の 契約概 念 を反 映 し て

い る もの で もあ る の で あ る 。

　また ，
こ の 信 仰告 白の 箇 所 で は

， 「教 会 の 仕 え人 の 務 め を通 じて 受 け る 物 を
，

主 の 御手 か ら受ける よ うに 受ける の で あ る」 と述 べ られ て い る
（26＞

。
つ ま り， 第

ニ ス イ ス 信仰告白に お い て は
， 奉仕者 に よ る 聖礼典 の 儀式的行為 自体 も意味 あ

る もの とされ
， 聖餐の 恵み の 分与 とい う秘儀が教会共同体の 聖礼典行為と密な

関 連 を 持 つ もの と理 解 され て い る の で あ る 。

カ ル ヴ ァ ン は
， 主 の 晩餐 の 聖 礼典 を ， 兄 弟姉妹 の 生 活 の 純潔と聖 潔 ， さ らに

愛 と平和 と一 致とに 勇気づ け励 ます もの と と ら えて い る 。 聖礼典 に お い て 提示

さ れ る パ ン は 教会の 一
致 ，

キ リ ス トとわ れ わ れ とが ひ とつ と され て い る こ との

しる しなの で あ る
（27）

。　 こ の 意味で ，
カ ル ヴ ァ ン に お い て も聖餐は 教会共同 体

の わ ざ と い う観点 か ら
一 応 考 え ら れ て い る と言 え る 。 しか し

， 第ニ ス イ ス 信 仰

告 白の よ うに 「証 し を立 て る 」 と い う要 素 は そ れ ほ ど強 くは な い よ うで あ る 。

和 協信 条 に は こ の 点 に 関 す る は っ き りと した 言 及 が な い
。

　 レ ー マ ン と バ ネ ン ベ ル ク は
， 第 二 ヴ ァ チ カ ン 公 会議 以 後 の ロ ー

マ ・カ ト リ ッ

ク 教 会 の エ ウ カ リス テ ィ ア の 理 解 で あ る
‘

Trans −signification
’

と い う概 念 に ，

諸 教 派 の 聖 餐理 解 の 相 違 を乗 り越 え る エ キ ュ メ ニ ズ ム の 可 能性 を見 て い る 。
つ

ま り ，
こ の 概 念 に お い て は

，
16世 紀 の 教 会 分 裂 の 主 要素 で あ る 聖 餐 の 物 素 とキ

リス トの か らだ と血 の 実体 （sustantia ） との 関 連 をど う考えるか と い う議論 か

ら ， 聖 餐 とい う教 会共 同 体 の 行 為 に お い て
， 物 素 だ けで な く， 行 為 全 体 の 本質

が 変 化 す る とい う考 え方 に 移行 して い る 。 聖 餐 とい う教 会共 同 体 に 参 与 す る す

べ て の 要 素 ， す な わ ち
， 集 め られ た 会衆 ， キ リ ス トの 制 定 の 言 葉 ， パ ン とぶ ど

う酒 ， 食事 の 全体が 新 し い 意味 を持 ち ， 聖 霊 に よ っ て 新 しい 存 在 を与 え ら れ
，

キ リス トの 現 臨 の 事態 を表現 す る
，

と い う考 え方 で あ る
（2S ）

。

　第ニ ス イス 信仰告白の 「教会の 共同体行為 と して の 聖餐」の 理解 は
，

レ ー
マ
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「第ニ ス イス 信仰 告 白」の 聖 餐論

ン とバ ネ ン ベ ル ク が 指摘 す る
‘

Trans −signification
’

の 概 念 に 通 じる 面 が あ る

の で は ない だ ろ うか 。
こ れ は 第ニ ス イス 信仰告白の 聖 餐論 の 中で

，
わ れ わわ れ

が積極的 に 受け継 ぐに有 益 な 要素 で あ る と言 える 。

結

　 「第 ニ ス イ ス 信仰 告白」 は 改 革派 教 会 の 代 表的信条 で あ る と一
般 に 評価 され

て い る
。 しか し ，

こ れ まで 述 べ て きた よ うに ， そ こ に は 看過 す る こ との で きな

い 重要 な 問題性 も含 まれ て い る の で あ っ て
，

こ の 信 仰 告 白の
一

般 的 に 肯 定 的 な

評価 を放置す る こ とは で きな い
。 第ニ ス イス 信 仰告 白に は ， 神の 言葉 に つ い て

の 告白な ど， 重 要 な 項 目が 他 に もあ り，改 革派 神学 の 遺 産 と し て 今 日で もそ の

意義 を認 め られ る べ きもの で は あ る 。 しか し
， その 聖餐論に 関す る 限 り， 改革

派教会全体 の 見解を代表す る もの で ある こ とは で きな い
。 第ニ ス イ ス 信 仰告 白

の 聖 餐理 解 に は
， 宗教 改 革期 の 熱狂 主 義 に 通 ず る 側 面 もあ る こ と を否 定す る こ

とが で きず
，

カ ル ヴ ァ ン の 聖 餐理 解 と の 相違 も認め られ る 。 そ して
， 20世紀以

降の
，

ル タ
ー

派 ，
ロ

ー
マ ・カ ト リ ッ ク との エ キ ュ メ ニ カ ル な対 話 と一 致 を考 え

る 場合 ， 聖 餐理 解が 元来 の 教 会分 裂 の 分岐点で あ っ た 以 上
， 第ニ ス イス 信仰告

白 は そ の 目 的 に 相 応 しい もの と言 うこ とは で き な い
、，

　しか しなが ら ， 第ニ ス イ ス 信仰告白の 聖 餐理 解の 中 に は ， 「教会共 同体行為

と し て の 聖餐」， 「奉 仕 者 の 聖 礼 典 行 為 の 積極 的位 置 付 け」 な ど ， 肯 定 的 に 評価

して 受 け継 い で 行 くべ き もの もあ る 。 特 に 改 革派神学 の
一

つ の 遺産で あ る 契約

神 学 の 要素 を こ の 信仰告白は 含ん で い る と言 うこ とがで きる 。

改 革派教会が そ の 名 の 通 り 「み 言葉 に よ っ て つ ね に 改 革 され る教 会」 で あ る

こ と を望 み
， 過 去の 遺 産 と伝統 か ら新 しい 時代 の 宣教 の 指針 を 見出 そ う とす る

な らば
， 信 仰 告 白 ・信 条 な どの 教会の 遺産を他 の 伝統 との 比 較 を しつ つ

， 検討

し吟味す る労 を怠 らず積み 重ねて い か なけれ ば な らない
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （い の うえ　 り ょ う さ く）
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〔注 〕

（1 ） こ の よ うな動 きが ヨ
ー

ロ ッ パ 大 陸 よ りも先 に ア メ リ カ で 生 じた こ との 原因と し

　　て
，

ア メ リカ は 基本的 に 各教 派が競合 して 新 大陸 に移植 し伝道 し
， 各教 会が混在

　　して い っ た 自由教会制度の 国で あ るの に対 し， ヨ ー ロ ッ パ 大陸 は 1555 年 の ア ウ

　　グ ス ブ ル ク 宗教 和議 以 来 の 各教 派 住 み 分 け ， す な わ ち君主の 支配 す る 地域 で は そ

　　の 君 主 の 宗 教 が その 地 域 の 宗教 とな る （cujus 　regio
，
　 eius 　religio ） とい う旧態 が

　　依然 と して 支 配的 で あ る とい う事情が影響 した こ とをあ げ る こ とが で きる で あ ろ

　　う。

（2 ） K ．Lehmann 　and 　W ．　Pannenberg ， 7’h θ　Condemn α tions 〔〜f
’
　the∫Reformation 　E γα ．

　 Do　Theg　St乞lt　Divi〔le　2 ，
　 transl．　by　M ，　Kohl，　 Minneapolis：Fortress　Press，1990．

　 　 　 と くぜ ん よ しか ず 　 も も せ ホ み あ き

（3 ） 徳善義和 ・百瀬文晃編 『カ トリ ッ ク とプ ロ テ ス タ ン ト ど こが 同 じで ど こが 違 う

　　か』 （教文館 ， 1998年）は 日本 に お け る 同様の 動 きの 成果の 書で あ る 。

　 　 　 な が 　い 　 お さむ

（4 ） 永井 修 ，
『改革教会信仰告 白要覧』，

全 国連合長 老会出版委員会 ，
1999年 ，

62 −

　　65頁。

（5 ） チ ュ
ー

リ ッ ヒ に お け る ツ ヴ ィ ン グ リの 後継 者 と な っ た ブ リ ン ガ ー は 初 め 個 人 的

　　な動機で 1561年 に 『第ニ ス イス 信仰告 白』 （Confessio　Helvetica　Posterior）を作

　　り
，

翌 年に ペ ス トが流行 した際 ， 改訂 を加え て神学的遺言の 意味で チ ュ
ー リ ッ ヒ

　　教 会 に残 した 。 後 に そ れ は多 くの 教 会か ら教 会的文書 と して 受 け 入 れ ら れ た 。 き

　　っ か け は ドイ ツ の プ フ ァ ル ツ 選帝侯 フ リー ドリ ヒ 三 世 の 要請で あ っ た 。
フ リー ド

　　リ ヒ は すで に 1563年の ハ イデ ル ベ ル ク教理 問答 を制定 して い たが ， ドイ ツ 内で

　 　唯
一

人の 改 革 派領 主 で あ っ た た め ，帝 国議 会 で の 弁 明 の 際 の 支 え と して 十 分 な信

　　仰 告 白を必 要 と して い た 。 1565 年ブ リ ン ガー は侯 の 求め に 応 じて 手書 きの 信仰

　　告 白文書 を 送 っ た の で あ っ た （『宗教改革著作集 14 信 仰 告 白・信仰 問答』 教 文館 ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 わ た な への ぶ 　わ

　　1994年 ， 680−682頁 ， 渡辺信夫に よる解題参照）。
ル タ

ー
派教会は1555年の ア ウ

　　 グス ブ ル ク宗 教和 議 以 降 ， 公 的 承 認 を得 ，
ロ ー

マ ・カ トリ ッ ク教 会 は トリ エ ン ト

　　公 会議 の 開 催 に よ っ て そ れ ぞ れ 強 固 な態勢 を整 え つ つ ある 中 で
， 全ス イ ス 改革派

　　教会 を纏め る こ とが で きる 信仰 告 白が 待望 され た 。 「第ニ ス イ ス 信仰告 白」 は そ

　　の 必要 に応 え る もの で ， こ れ は 直 ちに チ ュ
ー リ ヒ ， ジ ュ ネー ヴ ，

ビ ー ル
， ザ ン ク

　　 ト・ガ レ ン
，

ミ ュ
ー

ル ハ ウ ゼ ン な どの 市 に よ り， 後 に バ ー ゼ ル に も採用 さ れ た 。

　　また ス イス 国内に と どまらず ， オ ラ ン ダ， イ ン グ ラ ン ド， ス コ ッ トラ ン ド， ポ ー

　　ラ ン ド， ハ ン ガ リ
ー

な ど広範囲 の 地域 で 受 け入 れ られ ，
1960 年の 北 米 長 老教会

　　の 告 白の 中 で も，受 け継 ぐべ き貴 重 な遺 産 と して 明記 され て い る 。 「第ニ ス イ ス

　　信仰告 白」 は 改革派の 諸信仰告白文書の 中で も際立 っ て 国際性 を持ち ， また
， 有
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　　名な 「神 の 言 葉の 説教 も， また 神 の 言 葉で あ る」 とい う第
一

項が 表す よ うに ，神

　　の 言葉 に つ い て の 規定か ら始 まる 点で 改革派神学 の 特徴 を明瞭 に表 して い る もの

　 　で あ る 。

（6 ） J，Wayne 　Baker ，

“
Heinrich　Bullinger，　 the　Covenant ，

　 and 　the　Reformed

　　Tradition　 m 　 Retrospect ，
”
　S乞：／　：teθnth 　Cent ’

ury 　 Journ α l　 XXIX ／ 2
，　1998 ，　 PP ．

　 　 359 −376 ．

（7 ）　Bullinger，　 Confessio　Helvetica　PQsterior，　 XV 皿，3 ，
4，5 ；Philip　Schaff （ed ．），

　 　 The 　Creeds　 qブChriste・ndom ？ti・ith α History α nd 　 Crit乞cα 1 八「otes 　 1？ot ．3The

　　Evangelic α l　 Creeds ，　 B α ker 　Books ，　 Gr α nd 　R α pid ，s ，　 Michigan ， 1996 ，　 pp 、

　　278 −279 ． ハ イ ン リ ヒ ・ブ リ ン ガ ー
， 「第 ニ ス イ ス 信仰 告 白 （1566 年）」 渡 辺 信 夫

　　訳 ， 『宗教 改革 著作 集 14信 仰 告 白 ・信 仰問 答』，教 文館 ， 1994 年 ，
430 頁 。

（8 ）　Bullinger
，
　C θ η」セ∬ 舶 Hel ？．・et ？］c α Poste γior

，
　XIX ，2

，
4，5

，
6 ；Schaff

，
　The

　　Crθed5 （）f　Chrtstendom 　 2、ol ．3 ，
　 pp ．286 −287 ． ブ リ ン ガ ー

， 前 掲 書 ，
438 −440頁 。

（9 ） P ．ヤ コ プ ス ， 『改革主義信条 の 神学』教 会 と宣教 双書 10
， 池 永倫明訳 ， 新教 出

　 　版 社 ， 1981年 ， 81 頁 ．

（10）　Bullinger，
　Oo ψ ss ぽo　Heliieticα Posterior ，

　XXI ；Schaff，
　 The　Crθeds 　of

　　Ch．r ’ib’te’recto ’
rn

’
t．・ol ．皿，　 pp ．291 −295 ． ブ リ ン ガ ー

，前掲 書， 446頁 。 以 下
， 「第ニ

　　ス イ ス 信仰 告 白」 の 文言 の 引用 は すべ て 渡辺 訳 か ら 。

（11） Schaff，　 op ．　cit ，　 pp ．138． 「和 協 信 条 」 「ル ー テ ル 教 会信 条 集 』， 信 条 集 専 門 委

　　員 会訳 ， 聖文 舎 ，
1982年 （以 下 ， 「和協信 条」 と略す ），

722頁

（12） Schaff，　 op ．　cit，　 pp ，139． 「和 協 信 条 」 723頁 ，，

（13）　 カ ル ヴ ァ ン
， 『キ リ ス ト教 綱 要 』 （以 下 ， Inst．と略 す ）IV／ 2

， 渡辺 信 夫 訳 ， 新

　　教出 版社
，

1973年 ， 17章 5節， 83頁 。

（14）

（15）

（16＞

（17）

（18）

（19）

（20）

Inst，　IV， 17， 7．

Inst．　IV
，

17， 8．

Inst．　IV， 17 ， 10

Schaff，　 op ．　cit ，
　 pp ．140． 「和協信条」 723頁 。

Schaff
，
　 op ．　cit

，
　 pp ．141． 「和協 信 条」 724頁 。

前掲注 （13）。

あ か 　 t 　 よ 　 み つ
赤 木 善 光 教授 は

， 「チ ュ
ー

リ ッ ヒ
ー

致 協約 」の 聖 餐 理 解 が ， 政 治 的 理 由 に よ る ，

ジ ュ ネ
ー

ヴの カ ル ヴ ァ ン か らチ ュ
ー

リ ッ ヒ の ブ リ ン ガ ー
へ の 妥協 的 歩み 寄 りの 産

物 で あ っ て
，

カ ル ヴ ァ ン の 本 意 で は な い
，

と して い る 。 16世 紀 の 政 治 的 事情 か

ら言 うと
，

チ ュ
ー リ ッ ヒ は ジ ュ ネ

ー
ヴ よ りも優勢 で あ っ て

，
ブ リ ン ガ ー は カ ル ヴ
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　　ア ン に対 して 強い 立場 に立 っ て お り， カ ル ヴ ァ ン の 聖餐理解 を忠実 に 文書 に 反映

　　させ る 必 要 を感 じ な か っ た と考 え ら れ る 。 赤 木 善光 ， 「カ ル ヴ ァ ン の 聖 餐論の 根

　　本問題一
特 に 「チ ュ

ー
リ ッ ヒ 協約」 をめ ぐ っ て 一

」『神学』59号 ， 東京神学大学

　 　神 学 会 ，教 文 館 ， 1997年 。

（21）　Inst．　IV
，

17
，
3。

（22） Schaff，　 op ．cit ，
　 pp ．135． 「和 協信 条」720頁 。

（23）　K ．　Lehrnann　and 　W ．　Pannenberg （eds ．），
　 The 　Condemn αt乞ons （〜f　the　Reform α一

　　認07z 　Er α ．」Do　They 　Still∠）ividθ ？，　 P．91．

（24）

（25）

（26）

（27）

（28）

ibid．
，　p．92．

ブ リ ン ガ ー
， 前掲書 ， 449頁 。

前掲註 （25），
446頁 。

Inst．　IV， 17 ， 38 ．

K ，Lehmann 　and 　W ．　Pannenberg
，
　 op ．　cit

，
　 pp ．100 − 101．
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