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物語 る教

　　　　の 神学

会 （エ ク レ シ ア ・ ナ ラ ン ス ）

方法 序説 と して

芳 　賀 力

1　 物 語 の 喪失 と 現 代 の 危機

1）　 物 語 の 喪失 と近 代 の 物語

2）　 キ リ ス ト教的ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ーの 危機

II　物 語的知の 復権

　1）　 心 理 学的 要請

2）　 社会 学的要請

3）　 言 語 論的要 請

III 神学 的 要請 と し て の 物語 の 類比

　 　 （analOgia 　narratiOniS ）

　1）　比 喩 （メ タ フ ァ
ー） と宗教的言述

　2＞ 物 語 の 類 比 （analogia 　narrationis ）

　 3）　 物 語 る共 同体

IV　 三 重 の ス ト
ー リー

　 1） 物語 る 教 会 の 聖 書 解 釈 論

2）　原 ス トー リー
　（proto −story ）

　 a ）構造 か ら出来事 へ

　 　b ） 解釈共 同 体 と伝承作用 史

　3）　前 ス トーリー （pre−story ）

　4） 後 ス ト
ー

リ
ー

（post −story ）

　 　 a ）生 き ら れ る物語

　 　b ） 我々 の 生 の 物語 （life−story ＞

V 　 物語 る教会 （ecclesia 　 narrans ）

　 の 定 立 とそ の 使 命

　 1） 語 る 教会 と救 い の 現前化

　 2）　 ス ト
ー

リ
ー

の 逸脱 と 正典 的解釈

結 び 　大 い な る物 語 を語 れ

1　 物 語 の 喪失 と現 代の 危 機

　 「どん な 悲 しみ に も耐 え られ る とす れ ば ， そ れ は あ な た が 悲 し み を物語

に 表 現 す る と き， あ る い は 悲 しみ の 物語 を 語 る と き」 （ア イ ザ ッ ク ・デ ィ

ネ ー セ ン
，

ハ ン ナ ・ア レ ン トの 引 用 に よ る ）
1）

。

1） 物語 の 喪失 と近代 の 物語

か つ て 大 い な る 物 語 が 存 在 した 。 人 々 は こ の 大 い な る物語 の 中で 育 まれ ， 超
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越者 （神） に つ い て ， また世界 （コ ス モ ス ） と 自己 （プ シ ュ ケ ー ）， 罪 と悪 ，

救 済 と終末 に つ い て 学 ん で き た の で あ る
。 しか し い つ しか 共 同社会 を形成 し て

きた こ の 大 い な る 物語 は ， 姿 を消 し て し ま っ た 。 小 さ な物語 の 断片 の 中 に 個 人

が 埋 没 し て い る 状 況 ， そ こ に 現 代社 会 の 隠 さ れ た 危機が あ る 。

　W ・ ベ ニ ヤ ミ ン に よ れ ば
， 物語 の 衰微 の 最初 の 兆 候 は ， 近 代初頭 に お け る 小

説 の 台頭 に 見 られ る 。 物語 が 共同体 の 共 通 経 験 に 根 ざ し た もの で あ る の に 比 べ

て ， 小 説 は 孤 独 な 個人 の 中で
， 決 して 公 約数 に は な りえ な い 特 異 な 経 験 を 書 き

綴 る こ と で 成立 す る もの で あ っ た
2 ）

。 確 か に 太 古 か ら連綿 と続 く偉 大 な る叙事

詩 の 流 れ に 対 し て
， 私小 説 に 代表 さ れ る よ うな小 説 の 登 場 は ， 書籍 印 刷術 の 発

達 と共 に 近 代市民 社会 の 告 白的 自我 の 成 立 と相即 的 な 関係 に あ る と言 え る 。 し

か し こ の よ うな状 況 の 中 で
， 近 代社 会 が 全 く物語 を失 っ て し ま っ た の か と い う

と
， そ うで は な い

。 む しろ 近代 は ， 古臭 い 神話的叙事詩 に 代 えて ， 自分 の た め

の 新 た な る 物 語 を秘 か に 創 出 した の で あ る 。 J ・F ・ リオ タ ー
ル は こ の モ ダ ン

を支 え て き た 大 き な物語 を ， 理 性 に よ る人 間 の 解放 （啓蒙） と歴 史 的発展 （進

歩） の 物語 と見 る
3）

。
い わ ば起 源 と 目標 と の 問 の 直線的時間 の 中 で ． 絶 え ざ る

進歩 と完成 を追い 求 め て 自己実現 の 意志 を貫 く， フ ァ ウ ス ト的人 間 の 歴史哲学

が
， 隠 さ れ た 近代 の 規 範 的 な物語 な の で あ る

4）
。

　さ て
， そ こ か ら が 問 題 で あ る 。 社会 が ポ ス ト ・ イ ン ダ ス ト リー 時代 に 入 り，

文 化が ポ ス ト ・ モ ダ ン の 思 想状況 を呈 す る に 至 るや ， 知 の あ り方 に も変化 が 生

じ る 。 も は や 理 性 の ユ ー
トピ ア 的進歩 の 物語 は神通 力 を持 た な い

。
モ ダ ン の 大

い な る 物 語 が 終焉 した 後 で ， テ ロ ス （目的 ） な き小 さ な 物 語 の 蔓 延 が 始 ま る 。

こ の 共 同 の 物語 の 失 わ れ た 混 沌 の 中で
， 個々 人 は ア イ デ ン テ ィ テ ィ

ー （自己 同

一
性）の 確立 に 苦悶 し ， 人知 れ ず病 む 存 在 とな る 。 こ う した 危 機 に 直 面 して ，

例 え ば 口 承 文 芸 に よ っ て 語 り伝 え られ た 常民 の 民 話 の 世界 を， 小 さ な 庶民 に 共

通 の 小 さ な物語 と して 取 り戻 し， そ れ を モ ダ ン の 大 い な る物語 の 虚 偽 に 対 置 さ

せ る 試 み が な さ れ る
5）

。 し か し
， 単 な る ノ ス タ ル ジ ー だ け で は

，
こ の ア イ デ ン

テ ィ テ ィ
ー の 危機 を もた らす 大 き な 社会変動 に 対 処 す る こ と は で き な い

。

　そ も そ も近代 の 歴 史意 識 に 裏 付 け さ れ た 進 歩思 想 を ，
レ ー ヴ ィ ッ トの 言 う よ
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う に キ リス ト教 的 終 末 論 の 世俗 化 と 見 な し う る な ら ，
モ ダ ン の 大 い な る 物 語 も

実 は キ リ ス ト教 の 大 い な る物語の 世俗化 だ と い う こ と に な る 。 そ うす る と問題

の 所 在 は ， キ リ ス ト教 そ の も の の 言 述 内 容 で あ る よ り は ， そ の 世 俗 形 態 に あ

り ， そ の よ うな ス ト
ー リー

の 変 質 と逸 脱 を 批判的 に 回避 し つ つ
， 聖 書宗教 本 来

の マ ク ロ ・ス ト
ー

リ
ー

を取 り出 して 未来 へ と新 た に 語 り直 す 試行 の 中 に ， モ ダ
　 　 　 　 きっそ く

ニ ズ ム の 詰息状況 を 乗 り越 え る新 し い 知 の あ り様が 示 され る よ うに 思 わ れ る 。

　2）　 キ リ ス ト教的 ア イデ ン テ ィ テ ィ
ー の 危 機

　物語 の 喪失 に 伴 うア イデ ン テ ィ テ ィ
ー

の 危機 は ， 同時 に キ リス ト教 の 危機 で

も あ る 。 な ぜ な ら キ リス ト教 こ そ 最 も強 く， 本 来 の 大 い な る物 語 の 創 出 に 関 与

し て き た か ら で あ る 。 真 正 の 大 い な る物語 を 現 代 に 語 り継 ぐ こ と に 失敗 し て い

る こ とが ， キ リス ト教 自身 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ー 喪 失 を もた らす 原 因 と な っ て

い る 。

　 「物語 の 神学 」 を 押 し進 め る G ・W ・
ス トゥ ル

ー プ は ，
こ の 現代 に お け る キ

リス ト教 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ー

の 危機 を 四 つ 挙 げ て い る ％ 以 下 に 多 少 言 い 換

え な が ら要約 す る 。

　第
一

は 信 仰 生 活 に お け る 聖 書 の 沈 黙 。 聖 書 の 霊 的 な 識字 不 能 （illiteracy）

が い つ の 間 に か 教 会 生 活 に 蔓 延 し て き て い る 。 キ リ ス ト者 は今 日聖 書 に 何 が 書

か れ て い る の か ， も ち ろ ん よ く知 っ て い る 。 しか し そ れ が 現 代 を生 きる 自分 た

ち の 生 活 と 何 の 関わ りが あ る の か ， 理 解 で き な くな っ て い る の で あ る 。 こ こ に

は ， ウ ィ
ー ク ・ デ イ の 歴 史 一批 評 的 研 究 の 成 果 を ， そ の ま ま で は 聖 日 の 教会 員

の 前 に 提供 す る こ との で き な い
， 牧師 の 深 刻 な 悩 み が あ る 。

　第 二 は 教 会 の 無 伝 統 化 。 特 に プ ロ テ ス タ ン トに お い て は ， 聖 書の み を 強調 す

る こ とが
， 個人 の 主 観的 な 聖 書 の 解釈 を助長 す る結 果 を生 み 出 して い る 。 教会

の 信 仰 告 白 ， 諸 信 条 ， 諸伝統が 先 入 観 と し て 排 除 さ れ る 。 し か し 聖 書 の 解 釈 史

と し て の 教会的伝統 を無視 す る こ と は ， 信仰 の 共同体 を産 み 出 さず ， 個人主義

的 な 信 念 し か も た ら さ な い
。

　第 三 は ミ ニ ス ト リ ー か らの 神 学 の 撤 退 。 教 職 の 務 め が 今 日 で は 非
一
（な い し
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反 一） 神 学 化 す る傾 向 に あ る 。 聖 書 の 物 語 よ り現 場 の 物語 が 優先 す る 。 教 職 の

召命感 は社会事業 や 教会 の 組織運営 に 携 わ る能力 か ら基 礎 づ け ら れ ， 地 道 な 聖

書 の 読 解 か ら もた ら さ れ る も の で は な い
。 神 学 的 思 惟 は 今 や 土 曜 日 の 朝 の 牧 師

の 趣味 に 堕 しか ね な い
。

　第 四 は 個 人 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ー 確立 に 際 して の キ リ ス ト教 の 機 能 不 全 。 教

会 に 属 す る キ リ ス ト者 と い え ど も ， 自己 を確 立 す る際 の 指標 と な り力 と な る も

の の 多 くを他 か ら獲得 し て き て い る 。 彼 の 属 す る 地域 サ ー ク ル
， 社交団体 や利

益 共 同体 の 提供 す る物語 の 方 に ， よ り多 くの 魅 力 を感 じ ， 教 会 の 言 葉 が 単 な る

リ ッ プ ・ サ
ー ヴ ィ ス に しか 響 か な い

。

　 こ う し た キ リス ト教 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ー ・ク ラ イ シ ス を 克服 す る た め に ス

トゥ ル
ー プ は ， も う一 度聖 書的 な使信 に 立 ち返 り， 物語 とい う言述 ス タ イ ル に

注 目す る こ とで 活路 を 切 り開 こ う とす る の で あ る 。

　 し か し こ こ で 更 に 子 細 に 見 極 め な け れ ば な ら な い こ と は
，

そ も そ も こ う し た

危機 的現 象が もた ら さ れ た の は ， 近代世 界 に お け る （狭義 の ）物語 的言説 の 衰

微 と関わ りが あ る の で は な い か と い う点 で あ る 。 そ して こ の 狭 義 の 物 語 的 言 説

を傍 ら に 追 い や っ た の が ， 科学的合 理 主義 と い う名 の 近代 の （広義 の 〉「大 い

な る物 語 」 に 他 な ら な い
。 近 代 の 啓 蒙 主 義 的 な 科 学 的 言 説 は ， 真 理 の 叙 述 か ら

能 う限 り物語文 を排除す る 。 客観的 な説 明文 ， そ れ が 唯
一

の 信 憑性 に 足 る 言説

と さ れ る 。 自然 科学 の み な らず人 文科学 に お い て も， そ の よ うな 傾向が 支配的

で あ り， 例 え ば 歴 史学 の 方法 と して 優先的 に 重 視 さ れ た の も因果法則 の 客観 的

確定 で あ る 。 理 性 の 万 能 を信 じ る近代 の 物語 は こ う し て ， 狭義 の 物語的言説 を

駆逐 す る広 義 の 物 語 と い う矛 盾 した 存在 とな る 。 科学 的言説 が 近代 とい う知 の

あ り方 を規定 す る エ ピ ス テ ー メ と な る に 及 ん で
， 聖 書 の 物 語 的 言 説 は 次第 に 影

をひ そ め て ゆ く。 聖書的な 物語 は昔話か お 伽話 に お と し め られ ， 教室 に お け る

科 学 的 知 が 教 会 に お け る物語的知 を 駆逐 し ， そ の 言説か ら真 理 の 輝 き を 失 わ せ

る に 至 っ た の で あ る 。
ス トゥ ル ー プ の 先 の 四 点 は こ の 流 れ の 帰 結 で あ る 。 歴 史

批評 の 無 反 省 な絶 対 化 に よ る正 典 性 の 解体 ， 解釈 学 的伝 統 の 軽視 ， 行動優先主

義 ， 自己 実 現 の 此 岸 的現 実主 義化 ，
い ず れ も教 会 の 中か ら聖 書 の 物 語 的 な言 説
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の 磁力 が 失わ れ た 結 果 に 他 な ら な い
。

　 し か し そ の よ うな 中に あ っ て
， 諸方面か ら改 め て 物語的知 の 回復 が 叫 ばれ初

め て 来 た こ と は 喜 ぶ べ き こ とで あ る 。 拙 論 で は
，

こ の よ うな 動 き の 中 で 神学 的

営 み を 吟味 し直 す と共 に
， 実 は神学 こ そ ， 現 代 世 界 に お け る 物 語 的 知 の 担 い 手

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ え ん

と して ， 新た に登 場 す る 内的必 然性を持つ 所以 を明 らか に し て 行 きた い
。

II　 物 語 的 知 の 復権

　 1）　 心 理 学 的要請

　精 神 分 析 家 ロ ロ ・ メ イ は こ う語 る 。 「神話 と は ， 意 味 の な い 世界 に 意味 を 見

出 す た め の ，

一 つ の 方 法 で あ る 。 神 話 と は
， 私 た ち の 人 生 に 意 義 を あ た え て く

れ る ， さ ま ざ ま な 形 式 を も っ た 物語 で あ る 。

… …
神話 は 家屋 の 梁 の よ う な も の

だ 。 外か ら は 見 え な い が ， そ れ が 家屋 を支 え て い る か ら こ そ ， 人 び と は そ の 中

で 暮 らせ る の で あ る 」
7）

。 「神話 と は ， 自分 の 内的 な 自己 を ， 外的 な 世 界 との 関

係 に お い て 自己 流 に 解 釈 し た もの で あ る 。 神 話 は 社 会 を統 合 さ せ る物 語 で あ

る 。 魂 に 活力 を あ た え ， 困難 で ， し ば し ば無意味 な こ の 世 界 に 新 し い 意味 を も

た らす に は ， 神話 が ぜ ひ と も必要で あ る 。 美 ， 愛 ， 偉大 な 思想 な ど ， 永遠性 の

さ ま ざ ま な側 面 は ， 突 然 ， あ る い は 徐 々 に ， 神 話 の 言 葉 と し て 姿 をあ ら わ す の

で あ る」
8）

。 こ こ で 「神話」 と い う言葉 を 「物語」 に 置 き換 え た と し て も， メ

イ の 主 張 に 支 障 が な い こ と は 明 ら か で あ る 。 メ イ は 実 際 に こ の 立 場 か ら 精 神 療

法 を試 み ， 成功 を収 め て い る 。

　精 神療法 に と っ て の 物 語 の 意 義 を 明 ら か に す る 上 で 先 駆 的 な 役 割 を 果 た し た

の は ， C ・G ・ユ ン グ で あ る 。 他人 に は 言 え な い 罪悪感 の 故 に 苦 し む 患者が
，

自己 の 生 の 歴 史 を物 語 る こ と を通 して 治癒 の 過 程 に 入 る こ と が あ る 。 あ る い は

一
見 無意 味 な妄 想 と 言 動 の 中 に 生 の 物 語 の 意 味 深 い 関連 が 浮 び上 が る こ とが あ

る 。 「臨床的診断 は そ れ が 医者 に
一

定 の 方向 を 与え る の で 重要 で あ る 。 しか し，

診 断 は 患 者 の 役 に は 立 た な い
。 決 定的 な もの は 物語 で あ る 。 とい うの は そ れ だ

け が 人 間 の 背景 と 苦 し み を 示 し ， そ の 点 で だ け 医 者 の 治療 が 作 用 し は じめ る こ
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とが で き る か らで あ る」
9）

。 日本 に お け る ユ ン グの 弟子 河合隼雄 が ，
こ の 線 を

更 に 押 し 進 め ， 物 語 の 役 割 を 心 理 療 法 に 適 用 して ， 見事 な 成 果 を 得 て い る の も

そ の
一

例 で あ る
’°）

。

　こ う し た 要請 の 背 後 に は ， 人 間 論 （anthropology ） の 科学的物 象化 か ら の

解放 と い う関心 事 が あ る 。
モ ノ の 豊 か さ の 中で 育 っ た 現代 人 は ，

い つ しか 人 と

人 との 関係や 交 流 の 仕 方 ， 人 間 の 価 値 や 心 ま で 物 象化 し ， 数 量 化 し て しか 捉 え

る こ とが で き な くな っ て い る 。 語 リな き モ ノ に よ っ て 病 ん で い る 現 代人 の 魂

を ， 魂 の 言葉 に よ る モ ノ 語 リが 解放 す る の で あ る 。

　2）　 社会学的要請

　 白 由 な る 個 人 主義 が 公 共 の 理 念 と結 び付 か ず ， 共 同社 会 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ

ー が 揺 ら ぎ始 め た ア メ リカ に お い て
， 改 め て 聖 書的物語 の 持 つ 共 同体形成力 に

注 目 した の が
，

R ・N ・ベ ラ
ー

ら に よ る社会学 的 共 同研 究 で あ る 。
　 II ・G ・ガ

ダマ ー や A ・ マ ッ キ ン タ イ ア
ー

， 神学者 ハ ワ ー ワ ス ら に 示 唆 を受 けて こ う語 ら

れ る 。 「重 要 な意 味 に お い て ， 共同体 は 自 ら の 過去 に よ っ て 成 立 し て い る 。 そ

し て
，

こ の ゆ え に 真 の 共同体 と は 『記憶 の 共 同体』， す な わ ち 自 らの 過 去 を忘

れ る こ と の な い 共同体 で あ る と言 う こ とが で き る 。 過 去 を忘 れ な い よ う に ， 共

同 体 は 自 ら の 物 語 （ス ト
ー

リ
ー ） を ， 自 ら の 成 り立 ち を 語 る 物語 （ナ ラ テ ィ

ヴ） を伝承 し ， また 共同体 の 意味 を体 現 し例 示 す る よ うな 男 た ち 女 た ち の 姿 勢

を教 え る 。 伝統 は 記憶 の 共 同体 に と っ て 中心 的 な も の だ が
，

そ の 重 要 な一
部

が
，

こ れ ら集合的 な 歴 史や 模範 的 な諸個 人 の 物語 な の で あ る 」
11 ）

。 共同体 に よ

っ て 担 わ れ て き た 物 語 は ， 今 度 は逆 に ， 常 に新 た な 共 同体 を形 作 る 。 物 語 は個

人 の 心 理 学 的次 元 で の 影 響 力 の み な らず ， 社 会 学 的 な形 成 力 （エ ー トス ） を持

っ て お り ， 共同体形成 と い う面 か ら も物語的 な 言説 が 見 直 さ れ て い る の で あ

る 。

3）　 言語論的要請

科学的合理 主義に 基 づ くモ ダ ン の 言説 が ， 結局狭隘 な 歴史実証 主義 を 克服 で
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き ず ， 歴 史 一
批評的方法 の 無反 省 な 適 用 に よ り聖 書 的使 信 の 奥 深 さ を捉 え 損 な

う結 果 を 招 い た こ と は 否 め な い
。 自然 科 学 の 方法 と し て の 説 明 （Erklaren ）

に 対 し， 精神科学 の 方 法 を理 解 （Verstehen） と し て 打 ち 出 し た デ ィ ル タ イ や

シ ュ ラ イエ ル マ ッ ハ ー の ロ マ ン 主 義 的 歴 史 解 釈 学 の 試 み も ， こ う した 流 れ に 対

す る 最初 の 抵抗 で あ っ た が ， な お 客観的 な 歴 史実証 主 義 の 呪縛 を解 くに は 至 ら

な か っ た 。 こ う した モ ダ ン の 言説 を思 わ ぬ 仕方 で 突 き崩 す こ と に な っ た の が ，

二 十世紀 の 思 想史的事件 と言 わ れ る 「言語論 的転 回 （the　linguistic　turn ）」 で

あ る 。

　 ソ シ ュ
ー

ル に 始 ま る こ の 新 し い 知 見 は ， 人 間 の 認 識 や 行 動 が す べ て 初 め か ら

言 語 論 的 に 構成 さ れ て い る と い う基 本的 な 洞察 か ら 出発 す る 。 言語 は 実在 の 単

純 な 表出や 反 映 で は な く ， 逆 に 言 語 が 実在 に 意 味 を 産 出 し て 意 味 的 実 在 た ら し

め
， 世界 を構 成 す る 。 実 在 の 意 味 は言語 と共 に ， 言語 の 中に ， 言語 に よ っ て 存

在 す る 。 我 々 が 現 実 と して 経 験 す る も の は
， 我 々 の 属 す る 言語 シ ス テ ム が そ の

意味作 用 に お い て 構築 して い る 世界 で あ る 。 人 間 は 意味 を担 っ た もの ， す なわ

ち 記号 しか 認 識 で き な い
。 そ し て 記 号 と は そ れ 自身 の 内 に 実 体 的 な意 味 を持 っ

て い る の で は な く， あ く まで 他 の 記号 との 差 異 に お い て ， そ の 関係 の シ ス テ ム

の 中で 初 め て 意 味 を 創 出 す る 関係 的 な 存 在 で あ る 。 こ う し て モ ダ ン の 実 体 論 か

ら ポ ス ト ・ モ ダ ン の 関係論 へ と い う大 き な パ ラ ダ イ ム 変換が 行 な わ れ る 。 理 解

可 能 な世 界 と は 言語 シ ス テ ム の 内部 に お い て 成立 す る解読 さ れ る べ き テ ク ス ト

で あ り ， 今や 世界が テ ク ス ト と し て 現 わ れ る 。
シ ニ フ ィ ア ン （指 示 す る もの ）

と シ ニ フ ィ エ （指示 さ れ る も の ） との 関係 も言語論 的 に 見 れ ば恣 意 的 で あ り，

そ れ 故言語的 テ ク ス トの 外 部 に 指 示 対 象 を探 し求 め
， 文献資料 か ら過 去 を読 み

取 り 復 元 す る こ と は 空 想 に す ぎず ， 原 理 的 に 不 可 能 と な る
12）

。 聖 書 テ ク ス トは

言葉 に よ っ て
一

つ の 新 し い 現 実世界 を現出 さ せ る ， 物語 る 共同体 の 伝承 で あ

り ， 単 な る 証 拠 資 料 以 上 の も の な の で あ る 。
こ の 立 場 か ら

， 時 間 的 （通 時 的 ）

フ ァ ク タ
ー を括弧 に 入 れ て テ ク ス トの 共 時的構造 を読 み 取 る と い う， 周 知 の 構

造 主 義解釈学 が 生 れ ， 物語 の 構造 分 析 に 新 し い 成果 を もた らす こ と に な っ た 。

歴史
一
批評学 の 専横 か ら テ ク ス トの 意 味 世 界 が 守 ら れ ，

モ ダ ン の 歴 史 主 義 の 行
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■　 　 　ロ　 　 　　　 　 　り

き詰 ま りに 打 開 の 道 が 開 か れ た の で あ る 。 し か し こ の 立 場 が 極端 に 押 し進 め ら

れ る と
， 歴 史 を捨象 し， 無時間的 な 形式記号論 で 満足 す る 危険 が 起 こ る 。 そ れ

　 ．　 　 　．　 　 　　　 　 　　　 　 　 つ　 　 　　　 　 　　　 　 　■　 　 　　 　 　 　　　 　 　　　 　 　　 　 　　　 　 　 　の　 　 　　　 　 　　　 　 　■　 　 　　

は ポ ス ト ・モ ダ ン の 脱 歴 史 主義 の 行 き過 ぎで あ り， 我 々 と して は後 に こ の 点 を

批判的 に 乗 り越 え る こ と に な る で あ ろ う。

　言語論的転 回 の もた ら した も う
一

つ の 成果 は ， ヴ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン の 言 語

ゲ ー ム 論 で あ る 。 語 の 意味 は そ の 使用法 に よ っ て 決 ま る 。
ル ー

ル を学 び ， そ れ

に 従 っ て 認 識 し， 表 現 し， 行 動 す る こ とが 様々 な 知 の 共同体 を形作 る
。 重要 な

こ と は ， 知 の ジ ャ ン ル が そ れ ぞ れ，異 な っ た ル ー ル を持 っ て お り，
ル ー ル を 間違

え な い と い う こ と を 確 認 す る こ と で あ る 。 科 学 も ま た
一

つ の 言 語 ゲ ー ム で あ

り， そ れ を絶対化 して 宗教 の 言語 ゲー ム に 介入 す る こ とは 越権 に な る 。 科学的

知 も検 証 （verification ） と反 証 （falsification） を繰 り返 す ， 専 門 的 集 団 の 同

意 に 従 う言語 ゲ ー ム で あ り， そ の 知 を伝達 し学 習 す る 言語 （記 号 ） 的共 同体 の

存在な しに は 共同主 観化 せ ず， 知 の 共有 も起 こ らず ， 科学 的 ゲ ー ム は成立 しな

い
。 トー マ ス ・ ク ー ン が 指 摘 した よ うに

， 科 学 の 提 示 す る 理 論的 パ ラ ダ イ ム

（範型 ） も， 時間 を超越 し た も の で は な く， 解釈学的な 次元 を持 つ 歴 史的 所 産

な の で あ る
13 ）

。 そ れ 故 科 学 的 言語 に 比 し て 物 語 的 言説 が 一 段 低 い 真 理 の 伝 達 法

だ と は もは や 言 えな い こ と に な る 。

III 神学 的要請 と して の 物瓶 の 類比 （analogia 　narrationis ）

　 1）　 比 喩 （メ タ フ ァ
ー ） と 宗 教 的 言 述

　物語的知 の 復権 を 求 め る諸方面 か ら の 要請 に よ っ て も既 に ， 神 学 に お け る物

語的言述 の 有効性 は 明 らか で あ る 。 しか し何 よ り も明 らか に し な け れ ば な ら な

い の は ， 物語 の 神学 を必 然化す る神学的理 由で あ る 。

　神 と は 人間 を超越 し て い る 実在 で あ る 。 そ れ 故 ， 神 に つ い て 語 る人間の 宗教

的 言 表 は ， 原 理 的 に 比 喩 （metapher ） と い う特徴 を帯 び ざ る を え な い 。 世 界

を超 越 して い る 方 の 行 為 と性 格 を ， 世 界 内 在 的 な 言 葉 で 表 現 し よ う とす る 限

り， 知 ら れ て い る もの と の 対 比 を通 し て 知 られ ざ る もの を言 い 表 わ す 以 外 に 方
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法 は な い
。 そ の 場合比喩 は ， 字義通 りの 語 の 代わ りに 別 な 語 を も っ て 置 き換 え

る単 な る代置以 上 の もの で あ る 。 生 きた 比 喩 に は ， 常 套 的 な 連 想 を打 ち破 り ，

新 しい 現 実理 解 を もた らす力 が あ る
14〕

。

　 こ の 宗教 的比 喩 の 構造 は ， 神認識 の 論 理 と して の 類比 （analogia ） の 問題 と

して 捉 え返 す こ とが で き る 。 神 に つ い て 語 り う る た め に は ， そ こ に 何 ら か の 意

味 で の 類比 が 成 り立 っ て い な けれ ぼ な ら な い
。 し か しそれ は被造物 の 存在 か ら

神 の 存在 を推 し量 る 存在 の 類 比 で は な い
。 比 喩 （x ：a ＝ b ：c ） を通 し て 言 語

に も た ら され る新 し い 現 実 （x ） が 本当 に 神 を指 し示 しす た め に は ， 神御 自身

が 世界 （a ） に 到 来 し
， 言語 へ と到 来 し な け れ ば な ら な い

。 人 間の 言 語 （b ：

c ） が 神 を 創 作 す る の で は な く， こ の 世界 へ と 神 が 関 わ ら れ
， そ の 関 わ り

（x ：a ）が 逆 に 言語 の 意味 を新 た に 規定 し拡大 させ る の で あ る 。 従 っ て 宗教

的 比 喩 は ， 神 が 言 語 を 通 し て 世 界 へ と 来 た り た も う ， 神 の 「到 来 の 類 比

（Analogie　des　Advent）」 （ユ ン ゲ ル ）15）と な る。 し か し そ こ で も な お 神 は 隠

れ た 方 と して 到来 した も う の で あ り， 人 間 の 言述 の 義 認 と 聖化 が 起 こ る場 合 に

だ け， 人 間の 言語 は神 を指 し示 す こ とが で き る の で あ る 。 こ の よ う に 宗教的真

理 の 伝達 は比 喩 的性格 を持 つ が 故 に ， 比 喩 を包含 す る物 語 的言述 は ， 決 して 非

本 来 的 ， 周 辺 的な もの で は な く ， む し ろ宗 教 的言 述 に と っ て 本質 的 と な る 。

　2） 物語 の 類比 （analogia 　narrationis ）

　 しか し こ こ で 重要な こ と は
， 単 に 真理 伝達 の 表現 形 式 の 問題 に 尽 き な い

。 更

に 重 要 な 認 識 は ， 聖 書的 な 真理 そ の もの の 中 に
， 物 語 る こ とを 必 然化 す る 内容

が 盛 られ て い る と い う こ と で あ る 。 人 間 の た め の 神認 識 は ただ 神 の 自己 限定 と

して の み 起 こ る。 そ れ は 神 が 人 間 の た め に 自己 を対象化 す る こ と （K ・バ ル

ト） で あ り， しか も そ れ は 三 位 一 体 な る 神の 内な る 自己対 象化 の 対応 （類比）

と し て起 こ る 。 御 父 が 聖 霊 の絆 に お い て 他者 な る御子 を持 つ とい う関係 の 出来

事 に 対 応 し て ， 神 の 人 間化 （受 肉 ） が 起 こ る 。 そ し て 御 父 が 聖 霊 を 通 し て 御 子

に 語 りか け ， 御子 が 答 え た もう と い う言葉 の 出来事 に 対応 し て ， 神 の 言葉化

（宣 教 ） と 神 の 子 らの 信 仰 の 服 従 が
， 聖 霊 の 宮な る教 会 の 中 で 起 こ る 。 神 は歴
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史 へ と 到来 し ， 言語 へ と到来す る。 ま さ に そ の 意味で
， 神 の 存在 は 到来 の 中 に

あ る （Gottes　Sein　ist　im　Kornmen ！）
16 ）と言 え る （ユ ン ゲ ル ） の で あ る が

，
そ

の 根拠 は 三 位
一

体 な る神の 交 わ り　（契約 ＝ 関 係 ） の 中 に あ る。 従 っ て
， 語 る イ

ス ラ エ ル と語 る 教 会 の 誕 生 は ， 神御 自身 の 語 りへ の 対 応 で あ り， 類比 で あ る 。

イ ス ラ エ ル の 苦難の 歴史 へ と 到来 した も う神 は ， イ エ ス ・ キ リ ス トに お い て 罪

深 い 人 類 の 歴 史 へ と到来 した も う。
そ し て そ の よ う に し て

， 自 ら罪 深 い 人 間 の

言語 へ と到 来 し た も う。

　 こ の 到来 した もう神 の 歴史 を物 語 る以 外 に ， 人 間が 勝 手 な 思 弁 に 陥 らず に 神

に つ い て 有効 に 語 り う る道 は な い
。 「初 め に 言葉 が あ っ た 」 （ヨ ハ ネ 1 ：1）。 す

べ て は そ こ か ら 始 ま る 。 初 め に あ る ，
こ の 語 りか け る 神へ の 対応 と し て ， 神 を

宣 べ 伝 え る 教会 の 語 りが 存 在 す る 。
こ こ に 浮 び上 が っ て くる理 論構造 は ， 神 に

つ い て の 語 りを基 礎 づ け る神 学 論 理 と し て の 物語 の 類 比 （analogia 　 narra −

tionis） とい う も の で あ る 。 物語 の 神学 は ， 神学 の 論 理 と して 決 し て 軟弱 な も

の で は な い 。 む し ろ 聖 書 の 神 に ふ さわ しい 語 りの ア ナ ロ ギ ア論 に 基 づ く論理 的

要請 な の で あ る 。

　3） 物語 る共 同体

歴史 へ と到来 し
， 語 りか け た も う神 に 対 応 す る の は ，

こ の 神 の 歴 史 を語 り継

ぐ民 で あ る 。 イ ス ラ エ ル と は 何か 。 そ れ は ヤ ハ ウ ェ と共 な る歴史 の 経験 （選 び

と契 約 ， 贖 い と解放 ， 約束 と成 就 ） を記憶 し ， 語 り続 け る 共 同体 で あ り， 過 去

を記 憶 し ， 未来 へ と語 り継 ぐ共 同 の 言 語 行 為 そ の もの が イ ス ラ エ ル に 他 な ら な

い
17）

。 「た だ ひ た す ら注 意 し て あ な た 自身 に 十 分 気 を つ け ， 目で 見 た こ とを 忘

れ ず ， 生 涯 心 か ら離 す こ と な く， 子 や 孫 た ち に も語 り伝 え な さ い 」 （申命 記 4 ：

9 ， ま た 6 ：6 〜 7 ）。 も し記 憶 せ ず ， 語 り伝 え な い な ら， 地 上 に イ ス ラ エ ル は

存在 し な い
。

　こ の イ ス ラ エ ル の 語 りの 伝 統 の 中で ， イ エ ス もま た待 ち 望 まれ た 神 の 国 （神

の 支 配 ） の 到来 に つ い て ， 比 喩 を用 い て 語 る 。 福音書 に よ れ ば イ エ ス は まず 神

に つ い て 物語 る 方 （der　Erzahler） と して 登場 す る 。 しか し イ エ ス に お い て 決
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定的 に 新 し い 点 は
， 譬 え を用 い て 神 を物語 る 方御 自身 が

， 神 の 譬 え そ の も の で

あ り （受 肉 し た も う神 ！）， ま さ し く我 々 が こ こ に 言 う ア ナ ロ ギ ア ・ナ ラ テ ィ

オ ー ニ ス （語 りの 類 比 ） の 成就 な の だ と い う こ と で あ る 。 ア ガ ペ ー （神 の 赦 し

の 愛 ） に つ い て 語 る 方 が ， 今や ア ガ ペ ー
そ の もの と して 生 き か つ 死 に た も う 。

多様 な メ タ フ ァ
ー を駆使 す る 新約聖 書 の 救済論 も， すべ て こ の

一
人 の 比類 な き

人 格 の 思 い 出 と結 び付 く点 で
一 致 す る 。

こ の 方 の 言葉 と業 を物語 る こ と ， そ れ

が す な わ ち 新約聖 書 の 救 済 論 で あ る 。 今 や 主 イ エ ス は 神 の 譬 え そ の もの と し

て ， 使徒 た ち に よ り物語 られ る方 （der　ErzAhlte） と な る 。 しか し そ れ は ， 使

徒的 教会 の 語 りの 伝 統 の 中 で 御 自身 が 常 に 新 た に 語 りか け
， 神 の 歴 史 を遂 行 し

た も う た め で あ る 。 イ エ ス の 話 を聞 い た 者 は ， 最 初 の 弟 子 た ち の よ うに 自 ら も

続 い て 更 に 語 る （weiter −und 　 nacherzahlen ）者 と な る u 神 の 物語 を 更 に 語 り

続 け る連鎖 が 教 会 を 形成 す る 伝統 で あ り， 教会 とは そ れ 故 ， 中心 に 食卓の 主 が

い た も う 「聖 餐卓 の 共 同 体 （Tischgemeinschaft）」 で あ る の と全 く劣 ら ず ，

そ の 座 の 中心 で 主 が 語 り ， 聴 く弟子 た ち に 更 な る 語 りを 委 託 さ れ た 「物 語 る 共

同体 （Erzahlgemeinschaft）」 な の で あ る
18）

。

N 　 三 重 の ス トー
リ

ー

　 1） 物 語 る 教 会 の 聖 書解 釈 論

　で は ， 物語 る 共同体 と して の 教会 は何 を ど う語 るの で あ ろ うか
。 出発点は ，

書 か れ た テ ク ス ト （エ ク リ チ ュ
ー ル ） と し て の 聖 書 で あ る 。 こ こ で 思 い 起 こ さ

れ るの は，
K ・ バ ル トの く 神の 言葉 〉 論で あ る 。

バ ル トは神 の 言葉 の 三 形態 と

し て ， 活 け る 神 の 言葉 （イ エ ス ・ キ リス ト）， 書 か れ た 神 の 言 葉 （聖 書 ）， 語 ら

れ る 神 の 言 葉 （教 会 の 宣 教 ） を 挙 げ，
そ れ ら が 区別 さ れ な が ら も不可分 ， 相即

不 離 の 関係 に あ る こ と を 見 抜 い た 。 そ れ ら は
一

つ な る神 の 言葉 の 三 様態 で あ

る
19 ）

。 書 か れ た 神 の 言 葉 も
， 語 られ る 神 の 言葉 も ， そ れ ぞ れ が 独立 した 価値 を

持 つ の で は な く， あ くま で 活 け る 神 の 言葉 に 関わ り，
こ の 言 葉 を指 し示 す と い

う緊 張 関 係 の 中 に 立 つ 限 り に お い て だ け ， そ の 存在 理 由 が 正 当 化 さ れ る 。 そ れ
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故 ， 物語 る教 会 の 課題 は ， 活 け る神 の 言葉 を ， 書 か れ た神の 言葉 を通 し て
， 今

こ こ で い か に 語 る か と い う主 題 と な っ て 現 わ れ る 。 そ こ で 改 め て 「語 る た め に

い か に 聖 書 を読 む か 」 と い う， 物 語 る 教会 の 聖 書解釈論 が 問 わ れ る こ と に な

る 。 それ は ，

一
方 で 歴 史主 義の 行 き詰 ま りを克服 し ， 他方で 脱 歴 史 主 義 の 行 き

過 ぎを規 制 す る ， そ の 険 し き は ざ まに
， 物語 る教会 に とっ て の 聖書解釈 の 理 路

を見 出す と い う作業 に な る 。

　 ま ず我 々 は そ の 手 が か り と し て
，

P ・ リ ク
ー

ル の 物 語 論 か ら 入 る こ と に す

る
。 リク ー ル に と っ て 物語 と は ， ア リ ス トテ レ ス の 言 う ミ メ ー シ ス （再 現 ・ 模

倣 ） で あ る 。 しか し ミ メ ー シ ス は 単 な る現 実 の コ ピ ー で は な い
。 そ こ に は ポ イ

エ
ー

シ ス （制作） とい う創 造 的な 要素が 共 に 働 い て い る 。 物語 と は ， 実 際 に 起

こ っ た 出来 事 を筋立 て て 語 る創 作 的 再 現 な の で あ る 。
こ の 筋立 て の 中 に 創造性

が 発 揮 さ れ る 。 例 え ば ギ リシ ャ 悲劇 は ， 「人 間 の 行 動 を そ れ らが 現 実 に そ うで

あ る よ り も よ り良 く， よ り高 く，
よ り高貴 な も の に 見 せ る よ うな ， 人 間の 行動

の 模 倣 で あ る 」
2 °）

。 そ し て リク ー ル は ，
こ の 筋立 て と い う物語 の 創作的再 現 行

為 が
， 人 間 の 基 礎経験 と し て の 時 間的 な構 造 を取 る こ と に 注 目す る 。 過 去 が 現

在 に 再 現 さ れ ， そ れ が 未来 を切 り開 く。 「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 と き に ，

そ の 完全 な 意味 に 到 達 す る 」
21 ）

。 従 っ て ， 物語 テ ク ス トの 成 立 と そ の 解釈 に お

い て も， 先 ・ 今 ・ 後 と い う時間 の 持 つ 三 重 の 構造 が 考慮 さ れ な け れ ば な ら な

い
。 リ ク

ー
ル は そ れ を三 重 の ミ メ ー

シ ス と名 づ け る 。 物語 は
， テ ク ス トの 先形

象化 （prefiguration ）と して の ミ メ ー シ ス 1 ， テ ク ス トの 統合形象化 （configu −

ration ） と し て の ミ メ ー シ ス II
， テ ク ス トの 再形象化 （refiguration ） と し て の

ミメ ー シ ス IIIと い う三 重 の 行程を通 して ， そ の テ ク ス ト世界 を開示 す る の で あ

る 。 解釈 の 軸 と な る の は ミ メ ー シ ス IIで あ る 。 し か し リ ク ー
ル が 強調 す る の

は
， テ ク ス トの 構造主義的記 号 論 が ミメ ー シ ス IIだ け を問題 に す る だ けで ， テ

ク ス トの 先行過程 や 後 続 過 程 を顧 慮 しな い の に 対 し て ， ミ メ ー シ ス IIは ミ メ ー

シ ス 1 と ミ メ ー シ ス IIIと を媒介 す る 位 置 に あ る こ と か ら そ の 意味 を 作 り出す の

だ とい う点で あ る 。 「ミ メ ー シ ス IIは そ の 理解可 能性 を ， そ れ 自身 の 媒介能力
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か らひ き出す 。

… … す なわ ち その 媒 介能力 とは ， テ ク ス トの 前過程 か ら後続過

程 へ と導 き ， そ の 統 合 形 象 化 の 力 に よ っ て 前過程 を後続過 程 へ と変容 さ せ る こ

と で あ る」
22 ｝

。 ミ メ ー シ ス 1 を 顧 慮 す る こ と に よ っ て
， テ ク ス トに 先 行 す る

「概念 の ネ ッ ト ワ ー
ク」， 著者 お よ び 読 者 の 先 行 理 解 を 問題 に す る こ とが で き

る 。 ま た ミ メ ー
シ ス IIIを顧慮 す る こ とに よ り，

テ ク ス トに 後続 す る実 践 的 な適

用 の 問題 に も答 え る こ とが で き る の で あ る 。

　テ ク ス トの 現構 造 に 着 目し な が ら も， 物語 の 時間 的 次 元 を回 復 し よ う と す る

リク ー ル の 試 み は 注 目 に 値 す る 。 我 々 は こ の 議 論 を手 が か り に し つ つ ， 多少 リ

ク ー
ル を離れ て 自由に 展 開す る た め （っ ま り本稿 は正 確 な リ ク

ー
ル 研究 で は な

い の で ）， リ ク ー ル の 「三 重 の ミ メ ー シ ス 」 と い う概念 は 用 い ず ， 前 ス ト
・一

リ

ー （pre −story ）， 原 ス トー リ ー
（proto −story ）， 後 ス トー リ ー （post−story ）

と 言 い 換 え
， 聖 書的物語論 の 構 築 を試 み た い

。 論述 の 順 序 と し て は 前 後 す る

が ， まず 中心 とな る原 ス ト
ー

リー 論 か ら始 め る こ と に す る 。

　2） 原 ス トー リー （proto −story ）

　　 a ）構 造 か ら出来 事 ヘ

　ソ シ ュ
ー

ル が ， 時 間 的 一歴 史 的条件 に よ っ て 左 右 さ れ る ， 偶 発 的 ， 私 的 な パ

ロ ー ル （個 人 の 発 話行 為 ） と ， そ も そ も こ の パ ロ ー ル を 成 り立 た せ る共 同の 社

会的 な ラ ン グ （制度的 言語 シ ス テ ム ） と を区 別 し， 後 者 に 言語論の 焦点 を ず ら

せ た こ と に よ り， テ ク ス トの 構造 に 内在 的 な 共 時 的読 解 が 可能 に な っ た 。 構 造

主義 は ， テ ク ス トをた だ テ ク ス トに よ っ て 読 む とい う方法論 の 徹底 で あ り， テ

ク ス トの 外 に あ る もの に は
一

切 目 も くれ ず ， 作 品 そ れ 自体 に 表 わ れ て い る意 味

の 深 層構造 を ， 基 本 的 な分 析素 に 分解し， 音韻や 形態 ， 頻出す る主 題 ， 行為主

体 の モ デ ル
， 行動 パ タ ー

ン の 継起 的連 関 等 に コ ー ド化 し て 明 らか に し よ う とす

る もの で あ る 。 こ の 立 場 に お い て は ， 作 者 に つ い て 前 も っ て 知 っ て い る情 報 は

す べ て 捨 て な け れ ば な ら な い
。 テ ク ス トの 背後 に 遡 る 作 者 の 伝 記 的批 評 が 禁 じ

られ る 。 「テ ク ス トの 外 は な い （ll　n
’

y　a　pas　de　hors−texte）」 （J ・ デ リダ）
23 ）

。

テ ク ス トの 遡及 的 な 歴 史 一
批評 も意味 を持 た な い と さ れ る 。 テ ク ス トは 最初 の
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作者の 意 図 ， 最初の 読者の 理解 ， 当時の 歴史的事情か ら解放 され て
， 今 こ こ に

生 き る我 々 に 語 りか け て くる もの で あ る 。
パ ウ ロ の ガ ラ テ ヤ 人 へ の 手 紙 は ， 直

接の 宛先 で あ るガ ラ テ ヤ の 教会員 を越 え て 我 々 に訴 え る 。 話 さ れ た だ け で は そ

の 場 で 消 え て し ま うが ， 書 か れ た テ ク ス トは 残 され ， そ の 後 の 無 限 の 読 み 行 為

の 連 鎖 に 対 し て 開か れ て い る 。 重 要 な こ と は ， テ ク ス トそ れ 自体が 訴 え る ， あ

く まで テ ク ス トに 内在 した 記 号 論的 な 深 層構造 の 意 味効 果 な の で あ る 。

　確 か に こ の テ ク ス トの 自立 性 の 発 見 は ， 神 の 言葉 が語 られ る場 合 に も必 ず書

か れ た 聖 書 テ ク ス ト （正典） を経 由す る と い う事情 の 神学的意義を把握 す るた

め に も重 要 な 意味 を持 つ 。 ま た 際 限 な く歴 史 の 信 憑性 だ け を求 め て テ ク ス トを

バ ラ バ ラ に 裁 断 して し ま う ， 近 代 の 合理 主 義 的世界 観 を前提 と して 文献 を い じ

くる よ うな ， 歴 史 一
批評 の 横暴 に 対 し て ， 現 テ ク ス ト全体 の 深 層構 造 を問 う こ

とで
， 今 語 りか け る神 の 言 葉 の 持 つ 隠 さ れ た 意 味 の 開示 を期 待 す る こ と が で き

る 。 しか し構造 主 義 の 記号 論 に は我 々 の 首肯 し え な い 重大 な 難 点 が あ る 。 そ れ

は 歴 史 的
一
時 間 的 な 次元 が 無視 さ れ

， 捨 象 さ れ た ま ま で 終 る点 で あ る 。 歴 史 的 一

時 間 的 な 次 元 を顧慮 しな い 限 り， 語 りは言 葉 の 出来事 （Sprachereignis） に は

な ら な い
。 神 の 言 葉 が 受 肉 し ， 書 き とめ られ ， 宣 教 さ れ る場 合 ，

そ こ に は歴史

的
一
時間的 な 出来事 と して の 性格が 強調 さ れ な け れ ば な ら な い

。

　 こ の 点 で テ ク ス ト理 論 を 受 け 入 れ な が ら も ， 構造主 義 を乗 り越 え よ う とす る

E ・バ ン ヴ ェ ニ ス トや リク ー ル の 試み が評価 さ れ な け れ ば な らな い
。 リ ク ー ル

は E ・バ ン ヴ ェ ニ ス ト と共 に
，

パ ロ
ー ル ーラ ン グ の 言語 学 か ら デ ィ ス ク

ー ル

（言述）の 言語学 へ と進 む
。

そ れ は 記号 論 か ら意 味 論 へ の 進 展 で あ る 。 記 号論

の 単位 は 単語で あ り， そ こ で は コ ー ドが 問題 に さ れ た の に 対 し て
， 意 味 論 の 単

位 は 文 で あ り， そ こ か ら生 じ る メ ッ セ ー ジ が 問題 に さ れ る 。 記 号 の 体系 と し て

の ラ ン グ は ，   時 間 を越 え て お り，   主体 を 持 た ず ，   テ ク ス トの 外 の 世界 を

指 示 せ ず ，   具 体 的 な 対 話 の 相 手 を持 た な い
。 しか しデ ィ ス ク

ー ル の 場 合 に

は ，   時 間内の 出 来事 で あ り，   話者 を明示 し
，   実在 の 世界 と関わ り，   具

体的な 相 手 に 話 しか け る
24 ）

。 記 号の 体 系 は現 実 に は 実在 し な い
。 も し

，
＜ 出 来

事 は 消 え る が 体系 は 残 る 〉 と い う命題 が 構造 主義 の モ ッ ト
ー で あ る とす れ
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ば，
〈 体系 は 虚像的 で あ る が ， 出来事 は 現 実的 で あ る 〉 と い うの が 言 述 の 言 語

学 の 命 題 に な る
25 〕

。 J ・ L ・ オ ー
ス テ ィ ン の 言語行為 （speech − act ）論 も こ の

立 場 を 支 持 す る と リ ク ー ル は 見 な す 。 「私 は 約 束 し ま す 」 と い う文 は ， 語 り な

が ら内 容 の 遂 行 を 自 ら に 義 務 づ け る
， 話 者 の 特 別 な 関 わ り方 を 明 示 す る

， 現 実

参 与 的 な 遂 行 文 （performative 　sentence ） な の で あ る
26 ）

。 更 に リ ク
ー

ル は

G ・フ レ ー ゲ の 意味 （Sinn） と意 義 （Bedeutung ） の 区別 を援 用 す る 。 意 味 は

ラ ン グ の 体 系 内の 記 号 論 的 な 差異 か ら生 じ る もの で あ り， 言述 に 内在 し て い る

も の で あ る 。 そ れ に 対 し て 意 義 と は ， 言 語 の 外 に あ る もの へ の 関 係 づ け で あ

り ，
ラ ン グ を越 え 出 て 現実 に 関与 す る

27）
。 そ れ は 言語 の 自己超越 で あ り ， 指示

す る 記号 か ら指 示 さ れ る対象 へ の 運 動 を 起 こ さ せ る も の で あ る 。 リ ク
ー

ル は こ

れ を 「意義 の 矢 を 追 い か け る 」 と表現 す る 。 そ れ は 色々 な 部分的言述 に 含 ま れ

る 部分 的 な 意 味 作 用 を 集 め て 方 向 づ け ， 新 た な る意 味 の 地 平 を 切 り開 く力 で あ

る 。 例 え ば神 と い う語 を 了 解 す る た め に は ， テ ク ス トか ら放 た れ る意 義 の 矢 に

つ い て 行 き ， そ の 指示 す る方 向 へ と動 く こ とが 必 要 な の で あ る
28 ）

。
い わ ば テ ク

ス トを 了 解 す る と は
， 意 味 か ら意 義 指 示 へ と 向 か う動 き を 共 に 追 っ て 行 く こ

と
，

テ ク ス トが 述 べ て い る 字 義 か ら
，

テ ク ス トが そ れ に 向 か っ て 述 べ て い る事

柄 へ と動 く こ と で あ る 。 テ ク ス トの 意味 は テ ク ス トの 背 後 （著者 の 意 図 ） に

も ， ま た テ ク ス トの 内部 （テ ク ス トの 構 造 ） に も な く ， む し ろ テ ク ス トの 前方

に
，

つ ま りテ ク ス トの 指 示 す る世 界 の 開示 に こ そ あ る 。 「私 は 読 み 手 と し て の

私 の 状 況 を こ え ， 著者 の 状 況 を こ え て ， テ キ ス トが 私 に 開 い て くれ ， 発見 さ せ

て くれ る 世界 の 中に 可 能的 に 存在 す る仕 方 の ほ う へ 進 む 」
29 ）

。

　 こ の よ うな線 上 で 理解 した場合 に ， 聖 書 の テ ク ス ト世界 は ， 啓 示 の 物語 と し

て の 原 ス トー リ ー （protc）
−
story ）と し て 立 ち 現 わ れ て く る 。 そ れ は ， 神 の 前 に

お け る 人間 の 歴史 と ， 人間 に 出会 い た も う神 の 歴史 を物語 る 。 そ こ に 見出 さ れ

る も の は
， す べ て の 人 間 に と っ て の 生 の 原 ス ト

ー
リ

ー で あ り ， イ ス ラ エ ル と教

会 の 歴 史 を通 して こ の 我 々 の 生 へ と 現 実 に 関 わ りた も う神 の ス トー リー で あ

る 。 こ の ス トー リ ー は ， 誰 に 対 し て も語 り か け ， そ こ で 語 り か け ら れ る す べ て

の 者 に 関 与 す る も の で あ り ， 誰 に と っ て も故 郷 的 ， 原 像 的 で あ る と い う意 味
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で ， テ ク ス トの 最 初 の 状 況 に は縛 られ な い
。 しか し同 時 に そ れ は ， 実 際 に 起 こ

っ た 出来事 に 基礎 を持 つ 神 の 歴 史 の ス トー リー で あ る が 故 に ， 歴史的性格 を放

棄 して お ら ず ， 無 時間的， 超 歴史的 な ， 単 な る範例的 テ ク ス トを提供 す る の で

は な く， 「意義 の 矢」の 飛 び ゆ く方向 へ と今 も進行 す る 神の 歴史の ス トー リー

へ と ， 聴 く者 を誘 い
， 参与 さ せ る の で あ る （こ の 最後 の 局面 は ポ ス ト ・ス トー

リー と して 後述）。

　 「聖 書 は す べ て 神 の 霊 感 に よ っ て 書 か れ た 」 （第ニ テ モ テ 3 ：16， 第二 ペ テ ロ

1 ：21） とい う こ とが 聖 書 を啓 示 の 書 物 に し て お り， そ れ 故 ， 聖 書 は 死 せ る文

字 で は な く （第ニ コ リ ン ト 3 ：6 ）， そ れ を理 解 す る に は 霊的 な読 解法 （lectio

spiritualis ） が 必 要 で あ り ， 霊 的 な 意 味 （sensus 　spiritualis ） こ そ 重 要 で あ っ

て （オ リゲ ネス ）， 聖霊 の 内的証 示 （testimonium 　 internum） が 祈 り求 め られ

ね ば な らな い （カ ル ヴ ァ ン ） と言 わ れ る の で あ る が
， その 場 合 ， 単 に 聴 き手 の

特殊 な心 理 状態が 問題 に な っ て い る の で は な く，
こ の 聖書 テ ク ス トの 開示 す る

新 し い 世 界 の 現 実 ， 聖 書 の 指 し 示 す 事 柄 そ の もの へ と 向 か う運 動 の 中 に
， 自己

を投 げ か け ， 参与 し て い る か ど うか が 問わ れ て い る の で あ る
。 我 々 自身の 先行

的 了解 を聖 書 に 読 み 込 み ， テ ク ス トを ジ ャ ッ ジ （判定）す る の で は な く， 聖 書

テ ク ス トが 我 々 の 「前 に
一
投 げか け て く る も の （pro

−jectus）」， す な わ ち 聖 書

テ ク ス トの 提 示 す る新 し い 設 計 図 （project ） へ と向 か っ て ， 自己 を 投 げか け

る （投企 す る ） こ とに よ り ， 我 々 は 初 め て 新 しい 世 界 の 前 に 立 ち ， そ の 設 計 図

に 従 っ て 新 しい 現 実 を形 成 す る運 動 の 担 い 手 と して 抜擢 さ れ る の で あ る
3°）

。

　 テ ク ス トの 構 造 理 論 が ， 「テ ク ス トの 価 値 を左 右 す る の は 著 者 問 題 だ 」 と 考

え る素朴な 歴史一批評的立場 か ら， テ ク ス トそ の もの に 内在 す る 全体 的 な意味

作 用 の 独 自性 を 守 っ た の は 正 し い
。 しか し逆 に テ ク ス トの ア ノ ニ ム （無 名 ） 性

を強調 し ， 「作者 の 死 」 （R ・バ ル ト） に 固執 す る こ と も行 き過 ぎで あ る 。 確か

に 歴史的著者 を聖書 は 第一 義的 に は 問題 に し て い な い
。 厂メ シ ア の 秘密」 に な

ぞ ら え て 言 え ば
，

聖 書 に は あ え て 著者 を隠 そ う とす る 「作者の 秘密」 が あ る
。

し か し ， 聖 書 に と っ て も っ と 重 要 で あ る の は ， 神 の ス ト
ー

リー の 真 の 著 者 は ，

聖 霊 に お け る神御 自身 で あ る とい う確信 で あ り， 歴史的著者 を越 え て テ ク ス ト

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 物 語 る 教 会 （エ ク レ シ ア ・ナ ラ ン ス ） の 神 学 　
一一 91

全体が 指し示 す ， 本来の 著者 と し て の 神 の 主 語性 で あ る 。
こ の 語 りか け る 主 体

と， そ れ を聴 く主 体 とが ， そ の つ ど対 話 の 歴 史 的状 況 を形 作 る と い う点 に
，

ス

トー リ ー の 出来事性 が 現 わ れ る 。 デ ィ ス ク ー ル （言 述 ） の 言語 学 に よ る 「言 葉

の 出来 事 」 の 強 調 に お い て
， 「僕 聴 く， 主 よ 語 りた ま え」 （サ ム エ ル 記上 3 ：10）

と い う神学的事態 が ， 改 め て 見直 され る必 要が あ る 。

　　 b ）解釈共 同体 と伝 承 作用 史

　 テ ク ス トの 指 し示 す ， 歴 史 的著 者 を越 え る本 来 の 著 者 と い う概 念 に よ っ て ，

聖 書 の 原 ス ト
ー リー の 原作者 は神御 自身で あ る と い う神学的主張 の 真理 契機が

回 復 さ れ る 。 聖 書 テ ク ス ト に お け る 「含 意 さ れ た 作 者 （implied　author ）」

（W ・C ・ ブー ス ） と は 神 に 他 な らな い
。

と こ ろ で ，
ス トー リー の 出来事性 が

対話的状 況 の 成立 を 意味 す る 以 上 ，
こ の 語 り手 の 復 権 は 聴 き 手 の 発 見 へ と至 ら

ざ る を え な い
。

こ の 点 で H ・ R ・ ヤ ウ ス やW ・ イ ー ザ ー ら の 受容美学 の 理 論

が
， テ ク ス トの 読 解行 為 に お け る 読 者 の 役 割 を 強 調 し た 意 義 は 大 き い

。 作 品 の

歴史的生命 は
， 受容者 の 能動 的 な 参与 な し に は 息絶 え て し ま う。 テ ク ス トに

「含意 さ れ た 読者 （implied　reader ）」 こ そ 作 品 の 読解 に お け る 重 要 な 役割 を

担 う存 在 と な る
31 ）

。 素 朴 な 作 者 中 心 主義 を作 品 中心 主 義 に 切 り換 え た の が テ ク

ス トの 構造理 論 だ と す れ ば ， 受容美学 は 更 に 読者中心 主義 へ と歩 を進 め た こ と

に な る 。 しか し我 々 は こ こ で 新 た な 問題 に 直面 す る 。 も し解釈 が 排 他 的 に 読 者

の 審美的嗜好 に の み 帰せ られ る こ と に な れ ば ， 解釈 の 際 限 な き相対 化 が 起 こ る

で あ ろ う。 読 者 中心 主 義 は 意 味 の ア ナ キ ズ ム か ら どの よ う に 身 を 守 れ る で あ ろ

うか 。

　 こ の 観 点 か ら我 々 は ， 共 時 的解 釈 に よ っ て 切 り捨 て ら れ た 通 時 的 解 釈 の 次 元

に もう
一

度注 目す る こ と に な る 。 と い うの は ， 読者 と は 常 に 通時的な存在で あ

り ， 読 解 と は 読 み の 積 み 重 ね に 連 な る
一

つ の 歴 史 的行 為 だ か らで あ る 。
バ ビ ロ

ン 捕囚 か らの 解放 の 希望 は ， 出 エ ジ プ トの 解放 の 物語 に 重 ね られ て の み現 実 性

を帯 び
， 主 イ エ ス の 良 き羊飼 い の 譬 え は ，

エ ゼ キ エ ル の 良 き牧者論 （34章 ） に

重 ね ら れ る こ と で 意 味 を 深 め られ る 。 十 字 架 の 出 来事 の 解 釈 は ， 明 らか に 苦 難
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の 僕の ス トー リー な し に は成 立 し な い
。

つ ま り連綿 と連 な る解釈共同体 の 存在

な し に は ス トー リー の 解 釈 は 熟 成せ ず ， 未熟 な ま ま に 留 ま る か ， 時 に は 不 適 切

と な る 。 もち ろ ん この 解釈 共 同 体 は初 め は潜在的で あ る 。
い わ ば顕在 的 な テ ク

ス トを 通 し て 語 りか け る ， 潜在的 な ス トー リー の 語 り手 は ， こ の 潜 在 的 な聴 き

手 と し て の 解釈共同体 に 向 け て 語 りか け る こ とで ， 実際 の 聴 き手 の 内に ま さ し

くこ の 解 釈共 同体 を 顕在化 さ せ る の で あ る 。

　も と も と物語文 そ の もの が
， 時間的 に 離 れ た 複数 の 出来事 を筋 に よ っ て 関連

づ け る と い う通 時的特性 に お い て 成 り立 っ て い る の で あ り，
パ ラ デ ィ グマ （範

例）的 な 要素 だ け で な く， シ ン タ グ ム （連辞 ） 的 な時間的要 素 な し に は成 立 し

な い は ず な の で あ る
32 ）

。 更 に 最 近 の ソ シ ュ
ー ル 研 究 は ， 1955年 以 後 に 発 見 さ れ

た 手 稿 を元 に し て ， そ れ 以 前 の 共 時 態 主 義 者 ソ シ ュ
ー ル の 像 を ， 共 時 態 と通 時

態 の ダ イ ナ ミ ッ ク な 弁証法的関係 を追求 し た 人 と し て 訂 正 し つ つ あ る
33 ）

。 しか

し こ こ で よ り重 要 な 認 識 は
， テ ク ス ト内部 の 通 時性 と い う よ り も ， 解 釈 行 為 の

通時性 で あ る 。 な ぜ そ れ を強調 しな けれ ばな らな い の か 。 そ れ は解釈 が そ の つ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ ら

ど新 た な 歴 史 的行 為 で あ り ， 常 に 歴史の 作 用 に 晒 され て い る か らで あ る 。

　解 釈 行 為 が 常 に 歴 史 の 影 響 作用 に 晒 さ れ て い る こ と を 徹 底 して 考 え 抜 き
， 逆

に そ こ に 積極 的な 意味 を見 出 した の は
， 周 知 の ガ ダ マ

ー一
で あ る 。 我 々 が 歴 史 に

働 き か け る 能 動 者 で あ る の は ， 同 じ程度 に 歴 史か ら作 用 を受 け る 受 動 者で あ る

場合 だ け で あ る 。 ど ん な 解釈者 も こ の 歴 史 的 生 成 か ら脱 け 出 す こ と は で き な

い
。 歴史 は 私 に 先行 し て お り ， 私 は 自分 に 属 す る 前 に 歴 史 に 属 して い る 。 解釈

者 の 主 観 は常 に こ の 影 響作 用 史 （Wirkungsgeschichte） の 連関 の 中 に あ る 。

人 間 は 誰 も歴史 の 高 み に は立 て な い
。 歴 史 と は 対 象 で あ る よ りも関 係 で あ り，

解釈 と は こ の 関係 の 中で の 思惟 で あ る
34 ）

。 従 っ て 解釈 に は 先入 見 が 含 まれ て い

る 。 し か し こ の 先 入 見 は す べ て が 悪 し き も の と は 限 ら な い 。 近 代 の 啓 蒙 主 義

は ， 克服 す べ き偏見 と正 当 な 先入 見 と を区別 せ ず ， 先 入 見
一

般 を排除 す る誤 り

に 陥 っ て し ま っ た 。 し か し す べ て の 先 人 見の 克 服 と は ， そ れ 自体 一
つ の 先 入 見

で あ る
35 ）

。 ガ ダ マ ー は こ の 正 当 な 先 入 見 を 含 ん だ 歴史 的影 響作 用 を伝 統 と呼

ぶ 。 どん な解釈者 も既 に 彼 の 属 す る 伝統 の 中 に い る 。 伝統 の 中 に 立 つ と い う こ
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と は 認 識 の 自由 を制 限 す る の で は な く ， む し ろ そ れ に よ っ て 初 め て 真 の 認 識 が

可能 に な る 前提 な の で あ る 。 しか し こ の 伝 統 は 時 代 の 隔 た り を 単純 に 結 ぶ 直線

で は な く， 自分 の 立 つ 地 平 （Horizont） と し て 理 解 さ れ る 。 地 平 に は 拡 が り

が あ る が ， そ れ で も 自分 の 見 渡 せ る 範 囲 とい う限界 が つ き ま と う 。 歴史 の 解釈

と は ， 時 代 の 隔 た り を無 視 し て 過 去 を現 在 の 主 観 へ と取 り込 む こ とで は な く，

異 な る地 平 が 相 互 に 出会 い
， 融 合 す る こ との 中で 弁証法的な 出来事 と な る こ と

を 意味 す る 。 従 っ て 伝統 と は
， 問 い 問わ れ つ つ 地 平 を 拡大 し て ゆ く動的 な 伝承

作 用 で あ る
。

そ して 我 々 が 強調 し た い 点 は ， ま さ し くこ の 伝承 作用 が ， 通 時 的

な 解 釈 の 共 同性 を 生 み 出 す 潜 在 的 な 聴 き手 を 構 成 し ， 更 に そ こ か ら顕 在 的 な 語

り手 を生 み 出 し て 行 く と い う こ と で あ る 。
こ の 解釈共同体 と し て の 伝統 に あ っ

て は ， 語 る者 は か つ て 聴 く者 で あ り， 聴 く者 は更 に 語 る者 と な る とい う物語 の

連 鎖 が 成 立 し て い る。 生 の 原 ス トー リー と して の 聖 書物語 は
，

こ の よ う な 語 り

手 と聴 き手 の 交 流 ・ 交換 か らな る物語 る伝 承 作用 史 を通 して ， 世界 の 中で 新 し

い 言 語 の 出来 事 と な る 。 共 時 的 な 現 在 を 生 き る普 遍 的 な 公 同 の 教 会 と は
，

こ の

意味 で 通時的 な伝統 （聖 徒 の 交わ り） を担 う物語 の 解釈共同体 な の で あ る
36 ｝

。

　3） 前 ス トー リー （pre −story ）

　と こ ろ で
， 物語 る 教 会 の 神学 が 原 ス ト

ー
リー （proto−story ） を基軸 に 据 え

る か ら と言 っ て ， 歴 史的 次 元 を捨 象 す る わ け で は な い と い う点 は
， 今述 べ た 通

時的解釈共 同体 と し て の 伝 統 を視 野 に 入 れ る 点 に 十 分 明 らか で あ る が
，

こ の 歴

史 的 次 元 は ，
ス トー リー の 内容 の 持 つ 歴 史 性 の 問題 と し て も また 現 わ れ る 。 そ

れ は ， 聖 書的物語が 歴史的出来事 を 中核 と し て い る と こ ろ か ら 来 る福音 の 本 質

的 要 請 で あ る 。 福音 は フ ィ ク シ ョ ン で は な くヒ ス ト リ
ー

で あ る 。
パ ウ ロ が ， 卜

字 架 の 歴 史 的 出 来 事 か ら無 時 間 的 な 前 グ ノ ー シ ス 的 「言葉 の 知 恵 」 へ と福 音 が

離 れ て ゆ くこ と を警 戒 し た よ うに （第 一 コ リ ン ト 1 ：17）， 我 々 も フ ィ ク シ コ ン

と福音 を 区 別 し な け れ ば な らな い 3 η
。 「わ た した ち の 主 イ エ ス ・ キ リ ス トの

力 に 満 ち た 来臨 を 知 ら せ る の に ， わ た し た ち は 巧 み な 作 り話 を用 い た わ け で

は あ り ま せ ん 」 （第 二 ペ ト ロ 1 ：16， ま た 第
一

テ モ テ 1 ：4 ， 第 ニ テ モ テ 4 ：4参
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照）。 ま さ し く 「キ リス ト教的 な 物語 の 語 り と は 歴 史 の 語 りで あ る （Christian

storytelling 　is　history−telling）」38 ）
。 従 っ て あ る意 味 で は ， 啓 示 の 歴史性 そ の も

の が 歴 史
一
批評的方法 を要請 す る の で あ る

39 ）
。

　 しか しそ の 場合 に も我 々 は
， 近代 の 素朴 な 歴史的実証 主 義 に 退 行 す る こ と は

も は や 不 可 能 で あ る 。 歴 史的報知 が 言語 的 表現 で あ る 以 上 ， 「歴史家 の 言語 は
，

事 実 そ の もの を し て 語 ら し め る よ う に 完 全 に 透 明 に な り得 る ， と い う偏 見 」

（リク ー
ル ） 4°）は 退 け られ ね ば な ら な い

。 A ・ C ・ ダ ン トの 言 う よ う に
， 仮 に

「理 想的年代 記 作者 」 とい う もの を想定 した と して ， 世 界 中 で 起 こ る す べ て の

出来事 を瞬 時 に 一
つ 残 らず 記録す る こ と に 成功 した と して も （そ ん な こ と は コ

ン ピ ュ
ー

タ
ー

で も不 可能 な の だ が ）， それ だ け で は 歴史 に な らな い
。 「30年戦争

は 1618年 に 始 ま っ た 」 と い う 歴 史 的 表 現 は ， 小 さ な 紛 争 が 始 ま っ た ば か りの

1618年 の 時点で は で き な い よ うに
，

一
つ の 出来事 に つ い て の 真実全 体 は後 に な

っ て か らで な い と分 か ら な い
41 ）

。 そ れ に ， そ も そ も 「歴 史 の 記 録 は 同 時 に 多 過

ぎ ， ま た 少 な 過 ぎ る 」 （H ・ ホ ワ イ ト）42 ）と言 わ ざ る を え な い
。 資料 の 蒐 集 ， 評

価 ， 取捨選 択 に は判断が 求 め られ る し ， 欠 けて い る資料 の 穴 を埋 め る に は 推量

す る ほ か な い
。 歴 史 と は 資料 の 言 語 的構築 で あ り ， 書 き手 の 主体 的 関わ りが 不

可欠 な の で あ る 。 歴 史的 デ ー タ そ の もの も既 に テ ク ス ト化 さ れ た 性質 を持 っ て

お り ， 必 ず 言 語 で 構 成 さ れ て い る 。
つ ま り ， す べ て の 素 材 は 既 に 「理 論 を搭載

して い る （theory −1aden）」43 ）と言 い う る 。 な ぜ な ら歴 史的実在 は 痕 跡 と い う仕

方で しか 己 れ を表 示 せ ず ， 「痕跡 は 自 ら を 出現 さ せ ず に 意 味 す る 」 （レ ヴ ィ ナ

ス ） と い う仕方 で ， あた か も空 の 墓 が 復 活 者 を指 し示 す よ う に ， そ れ は代 理 表

出 （representation ） の 機能 を果 た す もの だ か ら で あ る 。 確 か に 実際 に 起 こ っ

た 出 来 事 が 経 験 と な り， 記憶 さ れ ， 伝承 さ れ て 歴 史 と な る の で あ る が
， そ の す

べ て の 過 程 に 既 に 初 め か ら物語化 が 介在 して い る の で あ る 。 な ぜ な ら経験 と は

物 語 ら れ る こ と に よ っ て 有意味 な 現 実 と な っ た 体 験 の こ と で あ り， そ れ が 個 の

主観的領域 を越 えて 歴 史 と な る に は ， 記憶 と伝承 の 共同化 が 必 要 で あ り ， こ の

記憶 と伝承 を 支 え る物語 る 共 同 体 こ そ が 歴 史 を顕 在 化 さ せ る か ら で あ る 。 英語

の history／story
，
仏語 の histoireの 両義性 ， 同様 に 独 語 の Geschichteの 両義
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性 な どの 近 代語 の 含 み か ら も伺 え る よ うに
， 歴 史 と は 元 来物語 で あ り ， 本質的

に 物 語 文 を取 る もの な の で あ る 。

　従 っ て 歴 史 一批 評 的 方 法 は ， 物語 の 解釈学的行程 に 正 し く位置 づ け ら れ ね ば

な ら な い
。 位 置 づ け る の で あ っ て ， 切 り捨 て る の で は な い 。 で は ど こ に 位 置 づ

け られ る の か と い え ば， そ れ は 原 ス トー リー の 前段階 に で あ る 。 厳密 に 言 え

ば
， 原 ス ト

ー
リー の 前段 階 と し て 考 え ら れ る もの に は 二 つ あ る 。

一
つ は

， 成 立

時 の テ ク ス トの 持 つ 先 行 条件 （テ ク ス トの 歴 史 的 コ ン テ ク ス ト） で あ り ， も う

一
つ は

， 通 時 的 な聴 き手 の 持 つ 先 行 理 解 （聴 き 手 の 実 存 的 コ ン テ ク ス ト） で あ

る 。
こ こ で は 前者 を 前歴史 （pre

−history）， 後者 を 前 ス トー リー （pre
−
story ）

と呼 ん で 区別 す る こ と に す る 。 歴 史 一批 評 的 方 法 が 明 らか に す る の は ， テ ク ス

トの 前 段 階 と し て の 前 歴 史の 部分 で あ り ，
こ の 局 面 で の 研 究成 果 は 無視 され る

べ き で は な い
。 テ ク ス トの 成 立 事 情 ， 歴 史 的 ， 社 会 的 条件 が 探 究 さ れ る こ と

は ， 地 平 の 隔 た りが 一
層 浮 き彫 り に さ れ る こ とに もな り ， 現 在 の 解釈 者 の 主 観

に
一

方的 に 過去 を吸 収 し歪 曲 す る こ とか らテ ク ス トの 独 自性 を守 る こ と に 奉仕

す る 。 原 ス トー
リ

ー
は ，

か え っ て テ ク ス トの 異 質 性 の 中か ら ， 驚 くべ き 仕 方 で

現 わ れ る。 1一字架刑の 残 忍 さの 中か ら新 しい メ シ ア 理解 が 輝 き始 め た よ うに 。

し か し歴 史 一
批 評 は あ く ま で 原 ス トー リー の テ ク ス トの 予 備 的 な 前 段 階 で あ っ

て ， そ れ が 解 釈の す べ て を支配 す る こ とが あ っ て は な ら な い
。 解釈 は こ れ か ら

始 ま るの で あ っ て ， そ こ で 終 る の で は な い
。

　 と こ ろ で も っ と重 要 な問題 は
， 聴 き手 の コ ン テ ク ス トを形成 す る前 ス トー リ

ー
の 問題 で あ る 。 聴 き手 を 取 り囲 む 実存 的 な 先 行 理 解 が 存在 す る こ と は 否 定で

き な い
。 原 ス ト

ー
リ

ー
は 潜 在 的 な 語 り手 （神 ） か ら潜 在 的 な 聴 き手 （伝 承 作 用

史） へ と語 りか け られ ， 応答が 起 こ る こ とで 出来事 と な り， 解釈共同体 の 伝統

を顕 在 化 す る の で あ る が ，
こ の 伝 承 作 用 は 常 に ダ イ ナ ミ ッ ク な 弁証法的運動 を

意味 す る 。 そ こ に は 常 に 原 ス トー リ ー を聴 く以 前 の 聴 き 手 の 先行 理 解 が 存在

し
， 原 ス ト

ー
リ

ー
は そ れ と対 峙 し ， 対 決 し な が ら ， 啓 示 の 物 語 と し て 立 ち 現 わ

れ る の で あ る 。 そ れ 故 ， 我々 の 生の 実存状 況 か ら生 れ る我 々 の 生 の 物語 は ， あ

く ま で 原 ス トー リー の 前 の 段 階 の 物 語 ， す な わ ち 前 ス ト
ー

リ
ー （pre

−
story ）
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と して 位 置 付 け られ ね ば な らな い 。 こ の 点 を正 確 に 理 解 す る た め に は ， ス ト
ー

リ
ー

の 第 三 の 局 面 を 同時 に 視野 に 入 れ て 論 じ な け れ ば な ら な い
。

　4） 後 ス トー リー （post −story ）

　　 a ）生 き られ る 物語

　 ス トー リー に は 語 ら れ た く 後 〉 が あ る 。 あ る い は ス ト
ー リー は 未 来 へ と 向 け

て 語 られ る 。 物語 は 単 な る過 去 の 虚構的再現 で は な い し， また テ ク ス トの 記号

論 的 な 内 部空 間 に 閉 じ ら れ た もの で もな い 。 物 語 る 共 同 体 は ， そ の 時 間的 な 語

りの 行為 に よ っ て 物語 空 間 を世界 へ と 向 け て 開放 す る 。 聖 書 の 原 ス トー リー

は ， 繰 り返 し新 た に 語 り継 が れ ， そ の つ ど 出来事 と な る こ と を求 め て い る 。 そ

れ は単 に お うむ返 し の 反復 で は な い
。 福音書 や 使徒 言行録 の 終 り方 に 見 られ る

よ うに
， 聖 書 的 な 物語 は 意 図 的 な 「開 か れ た 終 り 方 （the　 open

−
endedness ）」

44 ）

を し て い る 。 そ れ は
， 聴 き手 が 更 に 物語 を語 り継 ぎ， 聴 き手 自らそ の 物語 を生

き る よ う に な る た め で あ る 。 原 ス トー リー は そ の よ う な ， 聴 き手 を 参与 さ せ る

「進 行中 の 物語 （on
−
going　story 」

45 ）で あ り
， 神の 救 い の 歴史 が まだ 終 っ て お

らず ， 本 当 の 終 り へ と 向 か っ て 進 ん で い る こ と を 示 して い る 。 な ぜ 原 ス ト
ー リ

ー は 未来形 成的 と な る の か
。

そ れ は 福音 が 約束 （promissio ） を含 ん で い る か

らで あ る 。 福音 は 神の 約束 を含 む こ と に よ っ て ， 行為遂行 的な 預言 の 次元 を持

つ に 至 る の で あ る 。

　 ハ イ デル ベ ル ク の L ・ シ ュ タ イ ガ ー は ，
ガ ダ マ ー が プ ロ テ ス タ ン ト ・ ス コ ラ

の 解釈学 的三 原 理 ， 理 解 （intellectio）， 説 明 （explicatio ）， 適 用 （applicatio ）

の うち ， 特 に 第 三 の 適用 の 原理 を 解釈学
一

般 の 不 可欠 な 方法 と し て 取 り戻 し た

こ と を高 く評 価 し ， 説教 と は ， 現 在 の 教会 生 活 の 歩 み の 中 に 聖 書的物語 を適 用

して 行 く こ とだ と考 え ， 教会 歴 に 沿 っ たペ リコ ー ペ （聖 書 単 元 ） を ， 実 際 の ド

イ ツ の 教 会 生 活 の 四 季 に 当 て は め て 活 性 化 し よ う と試 み て い る
46 ）

。 そ の 成否 は

と もか く， 確 か に ガ ダマ ー が 解釈学 の プ ロ セ ス に 取 り戻 した適 用 と い う概念 に

は
，

シ ュ タ イ ガ ー と共 に 注 目す る必 要が あ る 。 法 解釈学 に お い て は ，

一
つ の 事

件 に 対 し て 判例 に 従 い 裁判官が 判決 を下 す と い う仕 方 で
， 実 際 に 法 が 適 用 さ れ
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る こ とで
， 法の 解釈が な さ れ る 。 こ の 判決 に 当た る も の が 聖 書解 釈学 に お け る

説教 で あ る 。 文 学 は 実際 に 読 まれ ， 音 楽 は 演 奏 さ れ る こ と に よ っ て
， 医学 は 診

断 と 治 療 を通 して 現 実 に 存 在 す る よ う に な る 。 解釈 と は 適 用 す る と こ ろ まで 含

ん で 初 め て 完結す る もの と な る 。

　原 ス ト
ー

リ
ー

は語 られ る こ と で 聴 き手 を呼 び起 こ し ， 聴 き手 の 中 に 後 ス トー

リー を形 作る。 報告す る 言語 （reporting 　language
，
　berichtende　Sprache） に

対 し て ， 物 語 の 特 徴 は 語 りか け る言 語 （address 　language ，　Anrede −Sprache ）

で あ る 点 に あ る
47 ｝

。 確か に H ・ ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ の 時制 の 分 析 が 示 す よ う に ， 発

話者 の 態 度 に 関 し て 言 え ば ， 緊 張 を 呼 び 起 こ す 論 評 す る （besprechen） 文 に

比 べ
， 物語 る （erzahlen ）文 は

， 緊 張 を 和 ら げ
， 超然 と し た態 度 を 可能 に す

る
4S ＞

。 そ れ は 聴 く者 に お い て も同様 の 効 果 を もた らす もの で あ る 。 し か し ， そ

れ で い て 物語文 は聴 く者 に 語 りか け るの で あ り， い わ ば強 制 す る こ とな く ， 関

わ り， 誘 い
， 促 す の で あ る 。 そ れ は ユ ン ゲル の メ タ フ ァ

ー 論 の 例 を借 りれ ば ，

ジ ョ
ー ク （Witz ） の よ う な もの で あ る 。 冗 談 は 笑 い を強制 し な い

。 しか し も

し冗 談 が 成功 すれ ば
， 人 々 は 自然 に 笑 うの で あ る 。 そ の よ うに メ タ フ ァ

ー は ，

語 りか け られ た者 を語 りか け て い る 内容 へ と 関連 づ け る こ とで
， 聴 き手 に 内容

が 指示 す る 事 柄 を行 な わ せ る
49 ｝

。 こ の こ と は ま た 物 語 文 に も 当 て は ま る と言 え

よ う 。 そ も そ も ラ テ ン 語 に お い て relatio と は 物語 で あ る と共 に 関係 を意 味 す

る 。 物諳 は 聴 く者 に 関 わ り， 彼 をた ち ど こ ろ に 物語 の 主 人 公 に し て し ま う 。 聴

き手 は 物語 の 共 同 作 者 で あ る
5°1

。 聴 き手 で あ りつ つ
， 同時 に 語 り手 で あ り

， 更

に は 行 為者 ， 役者 と な る 。 物語
一

般 が 常 に 「太 古 か ら語 り伝 え られ た もの 」 と

い う性格 を持 つ の は ， 物 語 の 主 人公 が か つ て は そ の 物語 の 聴 き手 で も あ り ， 更

に 語 り手 に も な り ， そ の よ う に し て メ ッ セ
ー ジ の 送 り手 ， 受 け手 ， 行為者 の 連

鎖 が 創 造 的 に 反復 され て ゆ く構造 に 由来 す る の で あ る 。

　　b ）我 々 の 生 の 物語 （life−story ）

　 しか し こ の 意 味 で の 生 き られ る物語 と して の 後 ス ト
ー

リ
ー

と ， 先 程 の 前 ス ト

ー
リー と を混 同 して は な ら な い

。 確か に 人 間の 人 格的自己同
．一
性 は 自分 の 生 の
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歴 史 に 有意味 な 連関 を 見 出 す 時 に 生 じ る 。 そ れ は ， 記 憶 さ れ た 細 切 れ の 体 験

が
， そ れ を物語 る こ と の 中で 経 験 と して 熟 成 し て くる過 程 で あ る 。 そ れ 故 に 生

の 歴 史 （life−history／herstory）は 生 の 物語 （life− story ）で あ る 。 人 間 の 本 質

と は そ の 人 が 誰 （who ） で あ る か と い う こ と で あ り，
こ の 誰が 現 わ れ る の は

，

人 間 が た だ 物 語 を 残 し て 去 る と き だ け で あ る （H ・ア レ ン ト）
5 ’）

。 従 っ て 我 々

に は我 々 な りの 生 の 自己 了 解が あ り ， 個 人 の み な らず ， そ の 個人 の 属 す る共 同

体 や 社会 に も生 の 物語 が あ る 。 そ し て こ の 我 々 の 生 の ス トー リー と聖 書的 ス ト

ー リー と が 呼 応 し あ い
，

そ こ に 聖 書 の 原 ス トー リー が 後 ス ト
ー リー と し て 我 々

の 生 に 適 用 さ れ る と い う こ と も また 起 こ る 。 しか しその 場 合 ， 現 場 と状 況 の ス

トー リー で あ る我 々 の 生 の ス トー リー が
， 直 ち に 後 ス トー リー とな る こ と は で

き な い
。 現 場 と状 況 の ス トー リー は あ くまで 聖 書 の 原 ス トー リー に 対 し て ， そ

■　 　 　■　 　 　　　　 　　　　 　■　 　　 　 　　 　　 　　 　■　　 　リ　 　 　サ　　 　　 　　 　■　 　 　　　 　 　　　 　 　 　

の 前段階 の 前 ス トー リー に 留 ま る の で あ る 。

　 ア メ リカ で の 物語 の 神学 に 影 響 を与 え た
一

人 S ・ ク ラ イ ツ は ， 地 上 の 物語

（mundane 　stories ） と聖 な る物語 （sacred 　stories ） と い う言 い 方 を 用 い る 。

前 者 は
， 意 識 さ れ て 日常 の 会 話 に 現 わ れ る

， 世 俗 的 ， 世 界 内的 な 物 語 で あ り，

後 者 は ， 意 識 さ れ て は い な い が ， し か し前者 を 深 層 で 方向づ け創 造 す る 物 語 で

あ る
52 ）

。 ク ラ イ ツ は 単 に こ の 創 造 す る と い う機能 の 故 に 後者 に 「聖 な る」 と い

う形 容詞 を付 け る の で あ る が
，

し か し聖 な る 物語 の うち ， 最 も創造的 で ， 本来

的 な 意味 で の 聖 な る 物語 と呼 び う る もの は ， もは や 啓示 の 物語 しか な い で あ ろ

う。 聖書の 原 ス トー リー は こ の 意味 で
， 聖 な る啓示 の 物語 と し て 我々 の 地上 の

物語 に 関わ る の で あ る
。

　聖 書的原 ス トー リー の 啓 示 的性格 が 尊重 さ れ る 時 に だ け ， 我 々 は 後 ス トー リ

ー を生 き る こ と が で き る 。 啓 示 が 前 ス トー リー を後 ス ト
ー

リー に 変容 さ せ る 。

後 ス トー リー
の 中 で 成 就 され る もの は神 の 約束 で あ っ て ， 我 々 の 期 待 や 願 望 で

は な い
。 そ し て そ の 約束 は我 々 の 期待以 上 の もの な の で あ る 。 確 か に 我 々 の 状

況 の 物語 を対 自化 し
， 言 葉 化 す る作業 は 重 要 で あ る 。 しか し我 々 の 地 上 の 物 語

を直 ち に 聖 な る 物語 と見 な し て ， 聖書 の 啓 示 的 ス ト
ー リー を あ ま りに も早 く

我々 の 生 の 狭 い 先行 了解の 中 に 押 し込 め て は な ら な い
。

ス トゥ ル
ー プ が 言 う よ
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う に ， 我々 の 生 の 物語 的 自己同
一

性 は ， 確 か に 聖 書的 な 物 語 と の 「出 会 い

（encounter ）」 の 中 で 起 こ る の で あ る が
， そ の 出 会 い と は 生 易 し い も の で は

な く， む し ろ 時 に は 「衝 突 （collision ）」 と呼 ぶ 方 が 適 当で あ る 程 の 激 越 な 性

格 の も の で あ る 。 こ の 出会 い は 回 心 （convcrsion ） を引き起 こ す 。 聖 書的物語

との 出会 い に よ る ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ー の 確 立 と 自我 の 再構成 は ， あ の パ ウ ロ や

ア ウ グ ス チ ヌ ス に 見 ら れ る よ う に ， 時 に 痛 み を 伴 う （painful ） も の で あ

る
53 》

。 我 々 は 回 心 と新 し い 地 平 の 発 見 な し に ， 聖 書的物語 を聴 く こ と は で き な

い
。 我 々 が 単 な る 民 話 や 常 民 の 「物語 ］の 神学 で は な く， 「物語 る 教会」 の 神

学 を 志 向す る理 由 も ， そ こ に あ る 。 そ して こ の 回 心 は ， 神 学 的 に 捉 え れ ば ， 聖

霊 の 働 き に よ っ て起 こ る もの で あ る 。 我 々 の 生 の 前ス ト
ー リー を， 原 ス ト

ー リ

ー と の 出会 い と衝突 の 中 で 変 容 さ せ る もの も聖 霊 の 力 で あ り， 更 に 我 々 が 後 ス

ト
ー リー を生 き，

そ こ か ら新 た に 状況 に 関 わ り， 聖 書的 ス トー リー に 従 っ て 状

況 を変 革 し ， 良 き伝統 を選 択 し 保 持 し て ゆ く と い う 過 程 も また ， 我 々 を聖 書 か

ら切 り離 さ ず に 常 に 御言葉 に 結 びつ け る聖 霊 の 力 に よ る
。

こ こ に 聖 書 の 霊 的読

解 （lectio　spiritualis ） の 実 践 的 妥 当性 が 示 さ れ る 。 （こ れ ま で の 論 旨 を 図示 す

る と次 の よ うに な る 。 ）

図 解

前
一

歴 史

Pre−history

（テ ク ス トの 歴 史

的 コ ン テ ク ス ト）

原 ス トー リ
ー

Proto− story

（啓 示 の 物 語 ）

後 ス トー リー

　 Post− story

（生 き ら れ る 物語）

　前 ス 1一 リー 　Pre− story

（聴 き手 の 実存 的 コ ン テ ク ス ト）
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V　物 語 る 教 会 （ecclesia 　narra 皿 s）の 定 立 と その 使 命

　1） 語 る教会 と救 い の 現 前化

　ノ ル トホ ー ル トに よ れ ば カ ル ヴ ァ ン は
， 「教 会 は 御 言葉 が 純粋 に 宣 べ 伝 え ら

れ ， 聖 礼典が正 し く執行 さ れ る と こ ろ に あ る 」 とい うア ウ グ ス ブ ル ク信 条第 7

条を 受 容す る際 に ， 明 白 な意 図 を も っ て こ う付 け加 えた 。 す な わ ち ま こ と の 教

会 は 厂神 の 言 葉 が 真摯 に 宣 べ 伝 え られ ， そ して それ が 聴 か れ る と こ ろ
，

ま た 聖

礼典が … …
」と （『綱 要 』IV− 1 − 9 ）。

つ ま りカ ル ヴ ァ ン は ， 説教 を 本当 に 神 の

言 葉 と して 聴 こ う と す る 教 会 の 建 設 を 目指 した の で あ り ， 聴 く教 会 （ecclesia

audiens ） を い か に 造 り上 げ る か に 腐 心 し ， 教会 的訓練 を重 ん じた とい うの で

あ る
54 ）

。 こ の 指摘 は 多 くの こ と を 学 ばせ て くれ る 。 しか し今 強調 した い 点 は ，

改 革 者 た ち が 聴 く教 会 と共 に 語 る 教 会 （ecclesia 　narrans ） を取 り戻 した と い

う点 で あ る 。 両者 は
一

枚 の コ イ ン の 表裏 の よ う に ， 区別 は さ れ る が ， 分離 で き

ず ， 相 互 に 不 可 欠で あ る 。 御言葉 を聴 く教 会 は
，

ま さ に 御言葉 に 聴 くこ と に よ

っ て 語 る 教会 と な り， 御言葉 を語 る教会 は ， そ れ を 喜 ん で 聴 く教会 を造 り出

す 。
こ の 聴 きか つ 語 る教 会 の 連鎖 の 中で ， 我々 は 今特 に こ の 語 る 教 会 の 使 命 と

そ の 課題 に つ い て 考察 し た い
。

　神 の 救 い の 出来 事 は 受 肉 し た 唯
一

の 神 の 言 葉 イ エ ス ・ キ リ ス ト に お い て 完全

（perfect） な もの で あ る 。
そ れ を補 う人 間 的 な 業 の

一
切 を 必 要 と し な い

。 し

か し こ の 歴 史 的
一

回的 な 救 い の 出来事 は 単 な る過去 の 思 い 出話 で は な い 。 現在

を根本的 に 規 定 し
， 更 に 将来 を切 り 開 くよ うな 決定 的 な事 件 で あ り， そ の 意 味

で
， 現 在化 す る 完了態 （perfectum 　praesens） と呼ぶ に ふ さわ しい

。
こ の 出来

事 は伝 え ら れ ね ば な ら な い
。 福 音 は物 語 られ る こ と に よ っ て 初 め て 顕 在 化 す

る 。 物語 られ な い 福音 は形 容矛 盾 で あ る 。 教会 に 委託 さ れ た 神の 歴史 の 想起 が

目指 して い る もの は ， 単 に 過 去 の 神 の 業 を描写 す る こ とで は な く，
こ の 業 に 基

づ い て 開か れ た 新 し い 現 実 に 気 づ か せ
， 共 に 生 き る 新 た な 関係 を造 り出す こ と

に あ る
55 ）

。 あの 出 来事 は 他な ら な い
， 「あ なた の た め に 」， また 「私た ち の た め

に 」行 な わ れ た の だ と 福 音 は 告 げ る 。
こ の 関係 づ け る ギ リ シ ア 語 ヒ ュ ペ ル
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　（〜 の た め ） の 故に ． あ の 歴 史的
一

回性 は現在 の 私 を規定 す る決定的な
一

回性

と な る 。 そ こ に は 「物 語 に よ っ て 造 り出 さ れ た 関 係 （astoried 　relation ）」
56 ）が

息 づ い て い る 。 聖 書 の 神 に つ い て 知 る こ と は こ の 神 と共 に 生 き る こ とで あ る 。

　 ヒ ブ ル 的 な 思惟 に お い て ダー バ ー ル （言葉） は ， 単 な る音韻記号 で は な く ，

新 し い 現 実 を喚 起 す る 力 を持 つ と言 わ れ る 。 ソ シ ュ
ー ル 学 者丸 山圭 三 郎 は 言葉

の 持 つ 「存 在 喚 起 力 亅に つ い て 語 る 。 も ち ろ ん 実体 を持 っ た 存在を言葉 が 造 り

出 す こ と は で き な い
。 そ う で は な く， 言葉 が 関係 と して の 意 味 的 存 在 を生 起 さ

せ る の で あ り ， そ し て 存 在 の リア リテ ィ
ー は 関係 の 中 に しか な い の で あ る 。 そ

の 限 りで 語 りは リア リ テ ィ
ー

を 創出 す る 新 し い 世界 の 分 節化 で あ る 覇
。 罪 の 赦

し を頂点 に 持 つ
， イ エ ス ・ キ リス ト と共 に 明 け染 め た 神 の 国 の リア リ テ ィ

ー

は ， 物語 ら れ る こ と に よ っ て 我 々 の 経 験 とな る 。 我 々 は神 の 救 い の 歴 史 の リ ア

リ テ ィ
ー を ， そ の 物 語 られ る 経験 （a　narrative 　experience 　of 　the　reality ） と

して 持 つ の で あ る 。

　で は こ の 救 い の 物語 ら れ る経 験 を もた らす もの は 何 か
。 そ れ は

， 説 教 と聖 礼

典 を 中核 と す る 礼拝行 為で あ る 。 「全世界 に 行 っ て ， す べ て の 造 られ た もの に

福 音 を宣 べ 伝 え な さ い
。

… … 彼 ら は わ た し の 名 に よ っ て 悪 霊 を 追 い 出 し ， STし
．　 　 　コ　 　 　　　 　 　 　　 　 　 　　　 　コ
い 言葉 を 語 る」 （マ ル コ 16：15

， 17）。 弟子 た ち へ の 説 教 の 委 託 は ， 語 り に よ っ

て もた ら さ れ る リア リテ ィ
ー

の 委 託 で あ る 。 教 会 は新 し い 言葉 を語 る 。 説教 に

お い て 重 要な こ と は
， 単 な る 過 去 の 想起 で は な く， 救 い の リア リテ ィ

ー の 顕 在

化 で あ る 。 そ の 意 味で ， 聖 餐 に お い て ア ナ ム ネ
ー

シ ス （想 起 ） と共 に エ ピ ク レ

ー シ ス （聖霊 を求 め る 祈 り） が 不 可欠で あ る よ う に ， 説教 に お い て も聖 霊 が 祈

り求 め られ ね ば な ら な い
。 聖霊 の 力の 下 で ， 神御 自身 が 言葉 へ と到 来 す る こ と

に よ り ， 説 教 は 神 の 救 い を顕 在 化 し ， そ の リ ア リ テ ィ
ー を 創 出 す る こ と に な

る 。
こ こ に お い て 教会 は 神 の 和 解 を もた らす 共 同体 と な る 。 「神 は キ リ ス ト に

よ っ て 世 を御 自分 と和 解 させ … … 和 解 の 言葉 を わ た し た ち に ゆ だ ね られ た の で

す 。 で す か ら ， 神 が わ た した ち を通 して 勧 め て お られ る の で
， わ た した ち は キ

リス トの 使 者 の 務 め を 果 た して い ま す 。 キ リ ス トに 代 わ っ て お 願 い し ま す 。 神

と 和 解 さ せ て い た だ き な さ い 」 （第 ニ コ リ ン ト 5 ：19〜 20）。 教 会 は ， 既 に 成 し
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遂 げ られ た 神 の 和解 の 現実 を受 け入 れ る よ うに ， キ リス トに 代 わ っ て説 き勧 め

る 。 和 解 の 業 は こ の 物 語 る和 解 の 務 め に よ っ て 聴 き手 の 経験 とな る 。 こ こ に 救

済論の 客観型 （ア ン セ ル ム ス ） と主 観型 （ア ベ ラ ー ル ）の 性急 な 二 者択
一

が 乗

り越 え られ る 。 客 観 的 に 行 な わ れ た和解の 出来事 は ， 物語 られ る こ と に よ り聴

き手 の 中に 主観的 に も変貌 を 引 き起 こ す 。 キ リス トの 和解 は物語 られ る こ と の

中で 回心 と感謝 の 応答を呼び起 こ す の で あ る。

　聖 礼 典 も ま た 物語 の 文 脈の 中 に あ る 。 それ は 非言語的 な語 りで あ り， 沈黙 の

物語 で あ る 。 そ れ は 神 の 救 い の 物 語 を 形 に 表 わ し た もの で あ っ て ， 黙 し つ つ こ

の 物語 の リア リテ ィ
ー を指 し示 す 。 従 っ て そ れ は物語 られ る こ と に よ っ て 初 め

て 神 の 秘 義 を 開示 す る と共 に ， 逆 に 物語 を 否 定 し え な い 救 い の 事 実 性 に 結 び っ

け る 重 し と な る
。 す な わ ち 説 教 が 物 語 ら れ る こ と な し に

，
正 し い 聖 礼典 の 執 行

は な い が
58 ）

， 逆 に 聖 礼 典 の 重 し な し に は ， 説教 は 中空 を 漂 う人 間 の 自由 思 想

か
， 説教者個人 の 人 生 論 の 開陳 に 終わ る

。

　 し か し， 聖 礼典 に お い て も っ と重 要 な こ と は ， そ れ が 物語 の 再演 （enact ・

ment 　of 　recital ） を も意 味 す る と い う点 で あ る 。 洗 礼 を受 け る者 は イ エ ス の 死

と復活の 物語に 自ら参与す る の で あ り， 聖餐を受 け る者 はイ エ ス の 物語 っ た 神

の 国 の 祝宴 に 参与 し つ つ
， 罪 人 を食 事 に 招 い た 神 の 物 語 を 自 らの ポ ス ト ・ス ト

ー リー と し て再演す る の で あ る 。

　 こ う し て ， ア ナ ム ネ
ー シ ス と エ ピ ク レ ー シ ス と の 間 に 物語 る 教会 は 存在 す

る
5Y ）

。 そ し て 説教 と聖 礼典 を そ の つ ど新 た に 行 な う礼拝 行 為 に よ っ て
， 物 語 る

教会 は和解 の 現実を顕在化 しつ つ
， 到来 す る神の 将来 へ と向 けて 自 ら後 ス トー

リー を生 き る こ とで 神 の 歴 史 に 仕 え る こ と に な る 。

　2）　 ス ト
ー

リ
ー の 逸 脱 と正 典的解釈

　 「福音 を説明 す る とい う こ と は ，

一・般 に 極 め て 端 的 に 言 っ て ， 神 が 始 め 統 治

し給 う歴史 を，

一 神が 世 と人 間 を受 け容れ給 い 人 間が 神 との 交渉 と交 わ りの

中に 自分が 受 け 容れ られ て い る の を知 る 歴 史 を ， 物語 る とい う こ とで あ る 。 そ

し て ， そ れ は 特別 に は ， 福音的使信 の 内容 の あ ら ゆ る 個々 の 要 素 ・ 要 因 ・相
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を ， 静的 な キ リス ト教 的 「諸真理 』 の 集積 あ る い は 統合 と して で は な く， ま た

キ リ ス ト教的教 理 体 系な い し生 活体 系 の 諸 部 分 と して で は な く， 動的 に ， あ の

歴 史 の （あ の 救 い の 歴 史 ， 啓示 の 歴 史 の ） 諸 要 素 ・ 諸要因 ・ 諸相 と して 示 す と

い う こ と で あ る 」 （K ・バ ル ト）
6 °｝

。 そ れ 故物語 る 教 会 の 神学 は
， 哲 学 一 般 の

方式 で 神 に つ い て 語 る こ と は もは や で き な い
。 神 に つ い て 語 る場合 に も， あ の

イ エ ス ・ キ リ ス トを 頂 点 とす る神 の 歴 史 を 物語 る とい う本 質 的 な 性 格 を持 た ざ

る を え な い
。 しか し こ の こ と は ， 神学 の 論 理 的構 成 を断 念 して

， す べ て を物語

文 に 変 え ， 神 学 を文 学 に す る と い う こ と を意 味 す る わ け で は な い
。 確 か に 教 義

学 は ，　　 K ・バ ル トの 教 会 教義学 の 論述 ス タ イ ル や
，

L ・シ ュ タ イ ガ ー の 説

教 的 教 義 学 の 試 み に 見 ら れ る よ う に 　　説 教 的 （homiletisch） と な る で あ ろ

う 。 し か し説教 は直 ち に 教義学 で は な い
、 教義学 は 依 然 と し て 説教 す る 際 に

も， 説教者 の 根底 を支 え る強 固 な 神学 的 論 理構造 を 持た な け れ ば な ら な い
61 ）

。

で は 特 に 物語 る教 会 に と っ て ， 教 義学 的 な 思 惟 が 要 求 さ れ る場 面 は ど こ で あ ろ

うか 。 そ れ は あ の 前 ス ト
ー

リ
ー が 原 ス ト

ー
リ

ー と せ め ぎ合 い
， 後 ス トー リ ー が

生 れ る と こ ろ で あ る 。 そ こ で し ば し ば
， 意 図 せ ざ る ス トー リ

ー
の 逸脱 が 起 こ っ

て し ま うの で あ る 。 物語 る教会 の 神学 は こ の ス ト
ー リー の 逸脱 に ， 教義学 を も

っ て 対処 す る 。 教 義 学 は そ こ で ， 教 会 の 語 り を 批 判 的 に 検 討 ， 吟 味 ， 反 省 す る

学問 と し て
， 物 語 る 教 会 に 仕 え る の で あ る 。 そ の 際基 盤 に な る もの は ， 聖 書 的

物 語 の 解釈 学 的地 平 と し て 現 わ れ．る イ ス ラ エ ル と教 会 と い う物 語 の 告 白的 担 い

手 で あ る 。 そ し て こ の 告白的解 釈共 同 体 の 伝 承 的 連鎖 こ そ ， 聖 書 の 正 典的解釈

（acanonical 　interpretation） を可 能 に す る も の に 他 な ら な い
。

　逸脱 が 起 こ る こ と は避 け ら れ な い
。 原 ス ト

ー リー が 解 釈 共 同体 の 伝統 の 上 に

あ る とは 言 え ， そ の 伝 承 作 用 は 常 に 弁 証 法 的 な 運 動 で あ り ， 否 定 や 反 発 ， 対 立

や 異 化 の 契 機 を含 み 持 つ
。 時 に は そ れ ま で の 正 当 な先入 見が 是正 され ， 新 し い

解 釈 が 成 立 す る こ と も あ る 。
こ の 意味 で 伝統 の 持 つ 権威 と は ガ ダ マ ー が 言 う よ

う に ， 理 性 の 放 棄 を無 批 判 に 強 要 す る もの で は な く ， 他者 の 見解 の 方 が 自分 の

もの よ り適切 な判 断 で あ る と い う こ との 理 性的承認 か ら生 じ る もの で あ る 。 生

き た 伝統 と は 常 に 先 入 見 に 対 す る 吟 味 で あ り ， 問 い で あ り ， 活 発 な 議 論 で あ
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る
62 ）

。 しか し価 値 の 相対 主 義 を招 く無 制 限 の 議 論 で は な い
。 そ こ に は 解釈共 同

体 の 基本 的 な方向 づ け が 介在 し て い る 。 こ の 基 本的 な 方向 づ け を行 な う もの

は ， 告 白的 な 生 の 共 同性 で あ り， そ の 表 現 で あ る信 仰 告 白で あ る 。 信仰告白 と

は ， 出 エ ジ プ トや 復 活 顕 現 に 遭 遇 した 最初 の 解釈 共 同体 の 原 点 的 な体験 の 言 葉

化 で あ り， 最初 の 物語 の 核 （コ ア ） で あ る 。 「ヤ ハ ウ ェ は 大 い な る威 光 を現 わ

さ れ た 」 や 「イ エ ス は 主 な り 1な ど
， た と え ど ん な に 短 く と も， 原初 の 信仰告

白は ， 最初 の 物語 の 核 で あ る 。
こ の 物語 の 萌芽 を持 つ 信仰告 白が そ も そ も神 の

歴 史 の ス ト
ー

リー を語 り始 め
， 伝 承 し ， そ れ が や が て 書 か れ た テ ク ス ト （エ ク

リチ ュ
ー ル ） と して の 聖書 正 典 に 定着 した の で あ る 。 そ し て 後 の 基 本信条 へ と

結晶す る こ の 信 仰 告 白 的 方 向 づ け （オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ） が
， 告 白的 な 解釈共

同体 と し て の 教会 を形 成 して 行 く こ とに な る 。

　確 か に 「規範 す る規 範 」 と して の 聖 書正 典 （カ ノ ン ） か ら， 「規範 さ れ る 規

範 」 と し て の 後 の 諸信条 （ク レ ドー ） が 産 み 出 され た に し て も ， 遡 っ て 考 えれ

ば ， 最初 の 物語 の 核 で あ る 原 ク レ ド
ー 的 経験 こ そ カ ノ ン の 萌 芽 で あ り ， 基 本的

方向づ け の 原 点 で あ る 。 そ の 限 りで ク レ ドー （基 本信条） は ， あ ら ゆ る前 ス ト

ー リー を本来の 後 ス ト
ー リー

へ と屈折 さ せ 再構成 す る ，
い わ ば 原 ス ト

ー
リー の

「プ リズ ム 」
63 ）で あ る 。 聖 書 の 正 典的解釈 の 根底 に は ， 聖書的語 りの あ らゆ る

諸形 態 ， 諸様 式 を 貫 い て 統合 す る 告 白的 な オ リエ ン テ ー
シ ョ ン が あ る 。 そ れ は

物語 る イ ス ラ エ ル の ヤ ハ ウ ェ 証 言 的 一メ シ ア 待望 的 な 方向性 で あ り， それ に 呼

応 す る物 語 る教 会 の キ リス ト証言的一神 の 国 待 望 的 な 方 向 性 で あ る 。 そ し て そ

れ は ， 救 い の 原体 験 を共 通 の 記 憶 と し て 担 い
， 語 り

， 再 演 し つ つ
， 未来 を待望

す る神 の 民 の 大 い な る 物語 の 脈絡 の 中で ， 初 め て 顕 在 化 して くる もの な の で あ

る 。

　 もち ろ ん 生 き た ス ト
ー

リ
ー

は ， 原 ス トー リー それ 自身 の 力 に よ っ て ， 語 られ

る 時代 ， 場所 に 応 じて 展開 し ， そ こ に 新 た な ス トー リー の 呼 応 を作 り出 す 。 新

約 聖 書 の 中 に 多様 な 贖 罪 論 の 諸 類 型 （救 済 ス ト
ー

リー の 諸 系譜 ） が 存 在 す る の

も こ の 理 由 に よ る
64 ｝

。 しか し ス ト
ー リー の 呼 応 とス トー リー の 逸 脱 と は 違 う。

こ の プ ロ セ ス で 教義学 は
， 上 に 述 べ た告 白的共同性 の 中 に 立 っ て

， ま さに 呼応
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と逸脱 を見極 め ， 教会の 語 り と し て の ス トー リー を精査 す る機能 を果 た す 。 そ

れ 故弁証 的 （apologetisch ） な 性 格 を 帯 び る が
， そ こ で も物 語 る 教 会 の 神 学

は ， 論 理 に 基 づ くデ カ ル ト的 な 実証 の 道 の み な ら ず，
よ り広 く生 の 共通感 覚

（sensus 　communis ） に 訴 え る ヴ ィ
ー コ 的 な 説 得 の 道 を も探 索 す る こ と に な る

で あ ろ う
65 ）

。

結 び 大 い な る物 語 を語 れ

　 1・1 人 間 の 生 は （た と え 後 に 批 判 的 に 参与 す る よ う に な る 場 合 で あ っ て

も）， まず 伝統 に 帰属 す る こ との 中 で 形 成 さ れ る 。 そ の 際 ， 伝統 の 言葉 を担 う

も の と し て 現 わ れ る の が 〈 物 語 〉 で あ る 。 そ の 意 味で 〈 物語 〉 と は 本 来 ， 共 同

体 の 言葉 で あ り， 宗教的 ， 文 化 的 な深 層 に 堆 積 し ， 連綿 と引 き継 が れ た 集合的

経験 の 言 語 的表 出 で あ る 。 現 代 人 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ー の 危 機 は

， 世 界 が あ ま

りに も細 分 化 され
， 断 片 化 され た 結果 ， 生 の 共同性 が 希薄 に な り， 個 の 帰属感

が 損 な わ れ て い る こ と に 因 る 。 断片化 さ れ た 世 界 の 中 で は 宗教 が 私 事 化 さ れ ，

物語 も ま た 私 小 説 化 す る 。 今 や 大 い な る 物語 が 再 び 語 り出 され ね ば な らな い
。

我 々 が こ こ で 考 え て い る 大 い な る 物語 と は ， 例 え ば神 （超越者）， 世 界 （コ ス

モ ス ）， 魂 （プ シ ュ ケ ー ）， 罪 と そ の 救 い と い っ た 生 の 原 ス トー リー 群 で あ り ，

歴 史 の 起源 と 目標 は 何 か ， 人 間 は ど こ か ら 来 て ど こ へ 行 くの か と い う生 の 根本

問題 に 答 え る メ タ ヒ ス ト リー で あ り ， 小 さ な 地 上 の 物 語 を創 出 す る 聖 な る物語

で あ る 。 聖 書 が 提供 し よ う と して い る もの は ， ま さ に こ の よ うな意 味 で の 大 い

な る 物 語 な の で あ り， 神 が ど こ ま で も そ の 被造物 と共 に 歩 も う と さ れ る ， 神 の

旅路 の 大 い な る叙事詩 で あ り， 失 わ れ た 人 間 が 神 の 国 へ の 大 い な る旅路 の 中 に

自己 を見出 す 自己 発 見 の 物語 で あ る 。 確 か に 文 学 的 ジ ャ ン ル と し て 見 る な ら ，

聖 書 資 料 の す べ て が 狭 い 意 味 で の 「物語」 で あ る わ け で は な い
。 倫理 律 法 が あ

り， 祭 儀規 定 が あ り ， 知 恵 の 格 言 が あ り， 預 言が あ り ， 手紙 が あ る 。 あ る い は

そ れ を ， E ・シ ュ リン クの よ う に
， 祈 り， 頌栄 ， 証言 ， 教 え ， 告白 と い う五 つ

の 基 本型 に 分 け る試 み も な さ れ え よ う
66 ｝

。 し か し そ の よ う な 様 々 な 言 述 様 式 ，
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諸類型 で す ら ， 物 語 る イ ス ラ エ ル と教会 に よ っ て 担 わ れ て きた
， 神 の 大 い な る

物 語 （歴 史） の 文脈 の 中 に 統合 さ れ る こ とで 初 め て 意 義 を持 つ の で あ っ て
， 十

戒 が 神 に よ るイ ス ラ エ ル の 選 び と契 約 の 出来事 な し に は 無力 で あ り，
パ ウ ロ 書

簡 が イ エ ス の 十 字架 と復 活 の 出来 事 抜 き に は 無 意 味 で あ る よ う に
，

こ の 神 の 物

語 （歴史） の 流 れ か ら切 り離され て 独 立 の 意味を持 つ 単元 な ど
一

つ も存在 し な

い の で あ る 。

　 「歴 史 は 物語 を 語 る （History 　tells　stories ）」 （A ・ C ・ ダ ン ト）
67 ）

。 そ し て

も し人 間 で あ る こ と の 条件 が 歴史 を 持 つ 能力 に あ る な ら ， 彼 は また 自分 の 物語

を持 つ で あ ろ う。 し か し こ の 自分 の 物語 は
， 聖 な る 物語 に 照 ら し 出 さ れ る こ と

な し に は 皮相 な もの に 終 る 。 な ぜ な ら我 々 は 自分 の 物 語 を 神 の 物 語 の 中 に 位 置

づ け て 初 め て ， 自分 が 本 当 に は 誰 で あ る の か を よ り深 く知 る よ うに な る か ら で

あ る 。
こ の 見極 め は ス ト ゥ ル ー プ に よれ ば ， あ の カ ル ヴ ァ ン が 『綱要』 冒頭 に

記 した命題 の 展開で あ る 。 す な わ ち 真 の 自己 認識 は神 認 識 に 依 る の で あ り， 神

に つ い て 知 る こ と な し に 人 間 は 自分 に つ い て ， 本 当 は 何 も知 ら な い の で あ

る
68 ）

。 例 え ば罪 の 認識 は 人 間の 自己 判 断 か らは 出 て 来 な い
。 そ れ は 人 間 に と っ

て は好 ま し くな い か ら で あ る
。

しか し聖 書 の 物語 は ， 私が 罪 人 で あ る と い う ，

こ の 歓 迎 し た くな い 事実 を 神 の 民 の 物 語 の 形 で 伝 え る 。
ハ ワ ー ワ ス の 言 う よ う

に
，

も し こ の 物語 が な けれ ば
， 私 た ち の 罪 の 事実 と本質 は 自己 欺瞞 の 背 後 に 隠

れ た ま ま に 留 ま る で あ ろ う69）
。 そ して そ の 場合 に は 救 い も ま た訪 れ な い

。 救済

は 聖書 の 神 の 物語 な しに は ， 目先 の 幸福論的 な願望充足 （前 ス トー リー ）に 終

わ り， 自 己変 革 も起 こ ら ず ， 矛 盾 を 抱 え た 自己 と世 界 との 真 の 解 決 に は 至 ら な

い
。 も し自分 の 物語 に 福音が 導 入 さ れ る こ とが な け れ ば

， 物語 は 地上 を さ す ら

う私 小 説 的 な 魂 の 悲劇 で 終 わ る だ ろ う。

　 教 会 は 神 の 良 き音 つ れ と し て こ の 福 音 を 物語 る 共 同体 で あ る 。 語 る 人 間

（homo 　loquens＞ に 対応 す る神学的概念 は語 る教 会 （ecclesia 　 narrans ） で な

け れ ば な らな い 。 先 に 礼 拝 行 為 こ そ 救 い の リ ア リ テ ィ
ー の 現 前化 だ と述 べ た

が
， そ の こ と は 礼拝 の 時 を ， 物語 の 聖 な る 時間 と し て 捉 え 直 す こ と を要 請 す

る 。 宗 教 的祭 儀 に お け る 説 話 行 為 は 特別 に 聖 な る意 義 を持 つ
。 M ・ エ リア ー デ
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一 1〔〕7 一

や フ ァ ン ・デ ル ・レ ー ウ に 依 り っ っ
，

ビ ア ズ リー は こ う述 べ る 。 「物 語 は ， 原

初 の 実 在 を 再演 し
， 再 表 出 す る 。 物 語 は ， 真 の 現 在 を表 わ す 。 す な わ ち ， 「現

存 』 （presence ）， 神的実在 の 現 存 と して の 現 在 を表 わ す 。 伝統的 社会 に 典 型 的

に 見 られ る の は
， あ ら ゆ る現実 の 生 命活動 の 起 源 に 関 す る物 語 で あ る 。 狩猟 ，

漁業 ， 結 婚 ， 誕 生 ， 死 ， 季節 の 変 化 一 こ れ らす べ て は ， 物語 に よ っ て 理 解 さ

れ るが ，
こ の 理解 は

， た だ 描写す る こ とで は な い
。 定 め られ た 時 に （あ る い は

危 急 の 場 合 に ） 反復 さ れ る 物語 は ， 原初 の 実 在 の 力 を現 在 へ と も た ら す の で あ

る 」
7 °）

。 巡 礼 の 詩篇 歌 の み な ら ず， そ も そ も聖 書全体 が 礼拝 の 聖 な る 時間 の 中

で 読 まれ ， 語 られ
， 聴 か れ る こ とに お い て 成 立 し て行 っ た こ と を銘 記 す べ き で

あ ろ う 。 礼拝 の 共 同的経験 こ そ ， 物 語 が 共 有 され る 聖 な る瞬間で あ り， 神 の 物

語 を 我 々 の 生 の 形 成力 とな し， 荒 野 を旅 す る神 の 民 の エ ー トス を造 り出す 源 と

す る 。 「〔わ た し は 〕恵 み の 御業 を 心 に 秘 め て お く こ と な く， 大 い な る集 会 で あ

な た の 真 実 と救 い を語 り， 慈 しみ と ま こ と を 隠 さ ず に 語 り ま し た 」 （詩編40：

11）。 「わ た しの 口 は 恵 み の 御業 を
， 御 救 い を絶 え る こ と な く語 り ， な お ， 決 し

て 語 り尽 くす こ と は で き ま せ ん 。

… … 来 る べ き世 代 に 語 り伝 え さ せ て く だ さ

い 」 （詩編 71 ：15
，

18）。

　 バ ネ ン ベ ル ク は 歴 史 と し て の 啓示 を強調 した 。 神 は歴 史 の 中 に 自己 を啓示 し

た も う 。 しか し歴 史 の 中 の 神 （God 　in　history） に つ い て 語 る こ と は ， 更 に 物

語 に お け る神 （God 　in　story ） に つ い て 語 る こ とで もあ る 。 あ え て 先鋭的 な言

い 方 をす れ ば ， 物語 る 教 会の 外 に 救 い は な く （extra 　 eccles ｛am 　narrantem

nulla 　 salus ）， 神 は教会 が 物語 る こ と の 中 に お られ る の で あ る 。 世 界 が 知 りた

い と願 い つ つ も， 自分 で は 作 り出す こ との で き な い 神 の 物語 が あ る 。 教会 は他

な ら な い 世 界 の た め に
，

こ の 物 語 を聴 き ， 語 り ， か つ 生 き る た め に 召 し 出 さ れ

て い る。
こ の 大い な る物語 を世界 か ら失 わ せ て は な らな い

。

（本 稿 は 1994年度 前期 始 業講 演 並 び に 94年 度 春 の 日本 組 織神 学会 で の 発題 を 下敷 き

に して い るが ， そ の 後 の 質 疑 応 答 や 助 言 を踏 ま え て ，
ほ ぼ 全 面 的 に 書 き改 め た も の

で あ る 。 ）
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0）

1＞

2

注 H ・ア レ ン ト 『 人間 の 条 件 』 ， 志 水速 雄 訳 ， 中 央公論社， 1973 年 ，

1 頁。 W ・ ベン ヤ ミ ン「 物語作 者 」 （ 『 ヴァ ル タ ー ・ ベン ヤ ミ ン 著 作 集

ｶ 学の 危 機 』， 高 木・佐 藤 訳，晶文社 ，1969 年

185 頁。 J ・ F・ リ オ ター ル 『 ポ スト ・ モ ダ ンの 条 件　　 知 ・ 社 会・ 言

ゲ ーム 』 ， 小 林 康 夫 訳，風の薔 薇 社， 1

6 年，
8

頁。 野 家 啓一「 物語行 為 論 序 説 」（ 『現 代 哲学の 冒険8 　 物語』岩波書

， 1990 年）

`11 ，53頁 。

前掲書 　53 頁。 G ．
W ． 　Stroup ，　The 　Promise 　of 　Narrative 　Theology ，　London，1984

　 p ． 25 −36 ． ロ ロ・メイ 「自分さ が しの 神話』 ， 鈴木晶訳， 読 売新聞 社

1994 年，11
。 前掲 書 　 17 頁 。 C・

G ・ユ ン グ 『 ユ ン グ 自 伝 』 ， A ・ ヤ ッ フ ェ

， 河 合隼雄他訳 ， みすず書

[ ，1972 年 ，182 頁。 河合 隼 雄『心理療 法 序説』，岩 波 書 店，1992 年 ，

2 頁以 下。『物 語 と人間の科 学

， 岩 波 書 店 ， 1993
年 な ど。 R ・N ・ ベ ラ ー 他 「 心の 習 慣』，島薗 ・ 中村訳， み

ず 書房 ， 1991
年

， 186 頁 。 F ・ ソ シュ ー ル 『一 般 言 語学講義』 ， 小 林

夫 訳， 岩 波 書 店 ，1972 年 。 G ・ M ・ ス ピー ゲ ル 「 歴 史 ・歴史 主 義 ・中世テ

ス トの社 会 倫理」（『 思 想 』1994

N4 月 号 ， 岩波 書店） 4 〜 39 頁 参照。 T ・ クー ン 『 科学革命の 構 造 』
， 中山

訳 ， み す ず 書 房 ，1972 年。 なお ， 物 語 的 知 の 復 権 と い う 立 場 か ら 自

科 学の
新し

い理論 づ けを 試みて いるもの に， 野家 啓 一 一

科 学の 解 釈 学 』， 新 曜 社 ， 1993 年 が あ る 。 P ・ リクール『 解 釈の革 新』， 久

博 他

訳，白水社，1978年，92，96 頁以 下。 E ．JUngel ， 　Gott　als 　Geheimnis　der 　Welt，3．　Au

．　TUbingen　19

，　S ．389． ibid ．，　S ．410 ． H ．0．Jones，　Das 　Story
−
Konzept 　in

　

der 　Theologi

C　in ：“Story ”als 　Rohmate− rial　der 　Theologie。 　Theologische 　Existenz 　heute，

Nr ．

2 ，　 Mthnchen 　1976 ，　S． 47 ． H ．Weinrich， 　Narrative 　Theologie ，　in ：Concili

　9．Jg．1973，　Zur 　Krise　der

eiigi6sen　Sprache ，　S．330 ． K ． Barth ，　

　 I ， 2 ， S ．833 ．（吉 永正義邦 訳版該当 書

ﾅ ） P ・ リクー ル『 解 釈の革 新』（前 掲 ）108 頁。P・リ ク ール『 時

と 物 語 1』，久 米

訳，新
曜
社， 19 ． 　 87 年 ， 99 頁 。 同 上　100 頁 。
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30）

31）

32）

33）

34）

35）

36）

37）

38）

J．Derrida，
　De　la　Grammatologie，　Paris　 1967，　S．227　f．

P ・リ クー ル 『解釈 の 革新』 （前掲） 48， 178頁 。

P ・ リ ク ー ル 『解 釈の 理 論』， 牧 内勝 訳 ，
ヨ ル ダ ン社 ， 1993年 ， 27 頁。

J ・ L ・オ ー
ス チ ン 「言 語 と行 為 』， 坂 本 百 大訳 ， 大 修 館 書店 ， 1978年参 照 。

P ・リク ー ル 『解 釈 の 革 新 』 （前 掲） 75頁 。

同上 　80以 ド， 211頁 。

同上 　59頁 。

カ ル ヴ ァ ン も また ， 読 者 の 自己理 解 の 中 に で は な く， テ ク ス トに よ っ て 物 語

られ て い る リ ア リテ ィ
ー

の 中 に 真 実 （truth） を探 す べ き で あ る と 見 て い た と

ス ト ゥ ル ー プ は 指摘 し て い る 。 G ．　W ．　Stroup，　 Narrative　 in　 CalvilYs　 Her −

meneutic ，　in二 （ed ．）T ．George ，
　John　Calvin ＆ the　Church ，　Kentucky ，

1990，　p ．

168．

H ・R ・ヤ ウ ス 『挑発 と し て の 文 学 史』， 轡田 収訳 ， 岩 波 書 店 ， 1976年 。 W ・

イ ー ザ ー 『行 為 と し て の 読書』， 轡 田 収訳 ， 岩 波書店 ，
1982年。

こ の 問題 を説

教論 の 立 場 か ら 論 じ た もの に ， 山 口 隆康 「説教 の 聴 聞 に つ い て 」 （『神学』 52

号 ， 教 文館 ， 1990年） が あ る 。

P ・リ ク ー ル 『時 間 と物 語 1 』 （前掲 ） ユ05， 137頁 。 同 『時 間 と物 語 III
， 久

米 博 訳 ， 新曜 社 ， 1988年 ， 57 ， 125頁 。

丸 ［1」圭 三 郎 『ソ シ ュ
ー ル を 読 む 』， 岩 波 書 店 ， 1983年 ， 272頁以 下 。 立 川 健 二

，

ii」田 広 昭 『現 代 言語 論 』， 新 曜 社 ，
1990年 ，

45貞 な ど 。

H ．・G ．Gadamer ，　Wahrheitund 　Methode ，　Gesammelte 　Werke 　Bd ．1，5　．　Aufl．

TUbingen　1986，　S．305 ．

ibid．，　 s280 ．な お 同様 に ガ ダ マ ー の 解 釈 学 を参 考 に し て ， 聖書 解 釈 の 方 法 を探

究 し て い る もの に ， 上 田 光 正 『聖 書 論』，
日 本 基 督教 団 出版 局 ， 1992年 が あ

る 。

0 ．Fuchs
，
　Narrativitat　 und 　Widerspenstigkeit 。　Strukturanalogien　zwischen

biblig．　chen 　 Geschichten　 und 　 christlichem 　 Handeln ，
　 ill： （Hrsg．）R ．Zerfass，

Erzahlter　Glaube −
erzahlende 　Kirche，　Freiburg　 1988，　Sユ10．

　 な お 「解 釈 共 同 体 1 と い う概 念 を 用 い て ， テ ク ス ト読 解 に お け る読 者論 に

新 し い 光 を 投 げ か け た もの に ， S ・フ ィ ッ シ ュ 「こ の ク ラ ス に テ ク ス トは あ

り ます か』 （小林 昌夫訳 ，
み す ず書 房 ， 1992年 ） が あ る 。

H ．Weder ，　Neutestamentliche　Hermeneutik ，　ZUrich　 1986，　S．345 ．

　 な お 創 作物語 と歴 史物 語 の 区別 に つ い て ， 拙論 「赦 罪 の 権 威　そ の 2 ， 物

語 と し て の 福 音」 （改 革長 老 教 会 協議 会 編， 季 刊 『教 会 』第 2 号 ，
1991年 2

月）36頁以 下 を参照 され た い
。 リ ク ー ル の ，

フ ィ ク シ ョ ン と歴 史 の 同
一

化 の

試 み に も拘 らず ， 神 学 は な お こ の 違 い に こ だ わ る べ きだ と 筆者 は 考 え て い る 。

M ．Goldberg，　Theology ＆ Narrative，　A 　Critical　lntroduction．　Philadelphia，
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41）

42）

43）

44）

45）

46）

47）

48）

49）

50）

51）

52）

53）

54）

55）

56）

1991 ，　p．148．

　 E ・ ユ ン ゲル は ， 旧約 一 イ エ ス ー 弟 子 た ち へ と い う 語 りの 連 鎖 だ け を指 摘

す る H ・ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ の 主 張 で は （注 18）， 物語 の 連鎖 に お け る受 肉 の イ エ

ス の 独 自性 （神 の 譬 え と し て の イ エ ス ） を明確 に で き ず ， 福 音物 語 と歴 史 性

の 結 び 付 き が 希 薄 に な る と批 判 す る 。 （Vgl ．　Gott 　als 　Geheimnis 　der　Welt ，　a ．a ．

0 ．，S．418　 f．

M ．Hengel
，
　Historische　Methoden 　und 　theologische 　Auslegung 　des　Neuen

Testaments
，
　in： Kerygma 　und 　Dogma 　 19

，
　 Jg．1973，　S．89 ．

P ・ リクー ル 『時 間 と物 語 III』， 久米博訳 ， 新曜社 ， 1990年 ， 272頁 。

A ・ C ・ダ ン ト 『物 語 と し て の 歴 史 』， 河本 英 夫 訳 ， 国 文 社 ， 1989年 ， 185頁 。

H ．White，
　Tropics　of 　Discourse： Essays　in　Cuitural　Criticism

，
　Baltimore，

1978
， p．52．

M
，
Root

，
　The 　Narrative　Structure　of 　Soteriology

，
　in： （ed ．）　S．Hauerwas ／L．G ．

Jones，　Why 　Narrative？ Readings　in　Narrative　Theology
，
　Michigan

，
1989

，

p．275．

G ．Fackre ，
　Narrative　Theology ，

　in： Interpretation　Vol．　XXXVII 　Oct．1983

No。4
，
　p．345．

D ．Ritschl
，

“ Story”

als 　Rohmaterial　der　Theologie
，
　in： Theologische　Exis−

tenz　heute　Nr ．192，　Mtinchen　 1976
，
　S．30．

L．Steiger，　Erschicnen　in　der　Zeit．　Dogmatik 　im　Kirchenjahr，　Kassel　l982 ，

S ．13f．

D ．Ritschl
，
　a ．a ．0 ．

，
　S．13 ．

H ・ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ 『時制論 　　文 学 テ ク ス トの 分 析 』， 脇 坂 豊他訳 ， 紀伊 国

屋書店 ，
1982年参 照 。 な お リ ク ー ル は ， ヴ ァ イ ン リ ッ ヒ を評 価 しつ っ

， 多 少

の 批 判 的訂正 を 試み て い る 。 リク ー ル 「時 間 と物 語 III』 346頁以 下 。

E．JUngel，　Gott　als 　Geheimnis　der　Welt
，
　a ．a ，0 ．

，
　S．398．

A ．　Maclntyre
，
　After　Virtue，

　Notre 　Dame 　 19852
，
　p ．213，　 G ．W ．Stroup，　The

Promise　of 　Narrative　Theology
，
　p．221．

H ・ア レ ン ト 『人 間 の 条件』 （前掲 書） 213頁 。

S．Crites，　The 　Narrative　Quality　of 　Experience，　in：Why 　Narrative？（注 43），

P．70 ．

GW ．　Stroup，　oP ．　cit．，　P．95．

　『綱 要』 IV− 1 − 9 。 G ．Nordholt，　Kirchenzucht　als　notwendige 　Funktion　der

Christusgemeinschaft，　in： （Hrsg．）L．　Coenen ，
　Handbuch 　 zum 　Heidelberger

Katechismus，　Neukirchen　1963，
　S．217．

H ．0 ．Jones，
　Das 　Story−Konzept 　in　der　Theologie，

　a ．a ．0 ．
，
　S．48 ．

M ，Root ，　The 　Narrative　Structure　of 　Soteriology
，
　op ．　cit．，　p．266．
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58）

59）

60）

61）
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63）

64）

65）

66）

67）

68）

69）

70）

丸 山圭三 郎 『生 命 と過剰』河 出書房新社 ，
1987年， 83頁 。

S．W ．Sykcs
，
　Story　and 　Eucharist，

　in：Interpretation　Vol．　XXXVII 　Oct．1983

No ．4
，
　 p．376．

H ，Schr6er，　Das 　Problem　der　Vermittlung　 von 　Tradition　 und 　 religi6ser

Erfahrung 　im　Erzahlvorgang
，
　in： Evangelische　Theologie　1978／2，　 S ．125．

K ．　Barth
，
　KD 　IV

，
3

，
S．974 ， 井 上 良雄邦訳 該 当書 293頁 。

加 藤 常 昭 『説 教 論 』， 日 本基 督 教 団 出版 局 ， 1993年 ， 419 頁 以 下 。

A ．Maclntyre ，　After　Virtue，　 op ．　cit ．，　p206f ．　H ．−G ．Gadamer
，
　Wahrheit 　und

Methode ，　Gesammelte 　Werke 　Bd ．1，　S，284，304．

G ．W ．　Stroup
，
　op ．　cit ．，　p．193 ．

ま こ と に 不 十 分 な が ら， 以 下 に救 済 ス トー リー
の 諸 系譜 を取 り上 げ る 試 み を

続 け て い る 。 本 稿 は そ の 作 業 の 方 法 論 的吟味 に 当た る 。 継 続 中で あ る が ， ご

参 照 頂 け れ ば幸 い で あ る 。 「赦 罪 の 権威 　そ の 3 ， 〈い け に え ＝ 犠 牲〉 ス トー

リー 」 （季 刊 『教 会 』 4 号 ）， 「そ の 4 ， 続 くい け に え ＝ 犠 牲〉 ス トー リ ー
」

（季刊 『教会 』 7 号 ）， 「そ の 5 ， 〈あ が な い ＝ 解 放〉 ス トー リ ー
」 （季 刊 『教

会 』 8 号）， 「そ の 6
， 続 〈あ が な い ＝ 解 放〉 ス トー リ ー

」 （季 刊 『教 会 』 10

号 ）， 「そ の 7 ， 〈つ ぐ な い ＝ 償 罪 〉 ス トー リー 」 （季 刊 『教 会 』11号）， 「そ の

8 ， 続 くつ ぐ な い ＝ 償 罪 〉 ス トー リ ー」 （季 刊 『教 会 』 13号）， 「そ の 9 ， 〈さ

ば き ＝審 判〉 ス ト ー リ ー
」 （季 刊 『教 会』 14号 ）， 「そ の 10， 続 くさ ば き ＝ 審

判 〉 ス トー リー
」 （季刊 『教 会 』 16号 ）。

H ．−G ．Gadamer ，　Wahrheit 　und 　Methode
，
　Gesammelte 　Werke 　Bd ．1，　S，24ff．宗

教 的 多 元 主 義 と キ リ ス ト教 の 絶対 性 の 問 題 に 対 す る
， 物 語 的 な知 の ア プ ロ

ー

チ を 以 下 に 試 み た 。 拙 論 1キ リ ス ト教 の 普 遍性 と物語 る共 同体 」（『神学 』55

号 ， 教文館 ， 1993年 ）。

E．Schlink，　Okumenische　Dogmatik ．　GrundzUge ，2．Aufl．　G6ttingen　1983
，
　SS ．

33 −39．

A ・C ・ ダ ン ト前掲書 　137頁 。

G．W ．Stroup，　oP ．　cit ．，　P．19．

S ・ハ ワ ー ワ ス 「平 和 を 可 能 に す る 神 の 国 』， 東 方 敬 信 訳 ， 新教 出版 社 ， 1992

年 ， 68頁 。

W ・A ・ビ ア ズ リ ー 『新 約 聖 書 と 文 学 批 評 』， 土 屋 博 訳 ，
ヨ ル ダ ン 社 ， 1983

年 ，
48頁。
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