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最近 の 「葬儀説教」 に つ い て の
一

考察

山　 口 　隆　康

序

　 こ の 小 論 の 目指 す 試 み は ， 20世 紀 末 の 日本 に お け る プ ロ テ ス タ ン ト ・キ リス

ト教 の 実 態 を ， 説 教 史 の 文脈 と い う
一

断面 に お い て 観察 し ， そ れ を書 き留 め る

と こ ろ に あ る 。 今世紀末 の 日本 プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム の 歴史的全 貌 を 実 証 的 に

把握 す る とい う課 題 は ， 神学 諸科 を越 えて な され る べ き課題 で あ り， そ れ だ け

に 神学的大 工 事で あ ろ う。 こ こ で は
， 説教 学 の 視点 か ら ，

ひ とつ の 課題 に 研究

目的 を限定す る。 それ は
，

20世紀 末 と い う時間 ， そ して 日本 と い う空 間 に お い

て 実 際 に な さ れ た 説教 を， 観 察 ， 分析 す る 事 に よ り， そ の 説教 に 現れ で て い る

プ ロ テ ス タ ン ト ・キ リス ト教 の 歴史的宗教的特質 の 現 実態 を把握 す る ， と い う

こ と で あ る 。 そ の 実 態 把握 の 方 法 と し て ， こ の 小論 は 1970年 か ら1988年 に ， 日

本 基督 教 団 の 牧師 に よ っ て な され た 「葬儀 説 教 」 の 観 察 分 析 を試 み る
1）

。

　 あ え て 研 究 素 材 と し て 「葬儀説 教 」 を 選 ん だ 理 由 は
， 「葬 儀説 教 」 に は ， 歴

史 的 宗教 と し て の キ リ ス ト教 の 実 態 が
， 比 較 的 容 易 に 観察 可 能 な形 で

， 衣 を着

け ず に 表 現 さ れ て い る と い う観測 結果 を 得 た か らで あ る 。 こ こ で 観察 し ， 把 握

し よ う とす る対 象 を 「キ リス ト教 の 現 実 態 」 と ひ と まず表 現 した が ， よ り正 確

に は ドイ ツ 語 で 〈die　FrOmmigkeitsgeschichte ＞ と 表現 で き る も の で あ る 。

20世紀 末 の 日本 プ ロ テ ス タ ン ト教 会 が 歴 史 の 中 で 「信仰 ・信 心 ・敬 虔 ・パ イエ

テ ィ
・宗教心 」 等 の 言葉 で 表 現 し て い る もの が 「そ れ 」 で あ り， 「葬 儀 説 教 」

の 中で 言語形態 を と っ て表現 さ れ て い る 「それ 」 を説教言語上 に 観察 し， 分析
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を試み る と こ ろ に 拙論 の 方法 論 が あ る 。 した が っ て
，

こ の 小 論 は ， ひ とつ の 命

題 を前 提 と し て 以 下 の 考 察 が す す め ら れ る こ と に な る 。 そ の 命 題 は ， 次 の とお

りで あ る 。

　命題 ：「葬儀説教 」 は ， わ れ わ れ の 時代 ， わ れ わ れ の 教会 の く敬 虔 の 歴 史

die　Fr6mmigkeitsgeschichte ＞ を写 し出 す 鏡 で あ る 。

〈 1 ＞ 予 備的 考察

　そ もそ も 「葬儀説教 」 と い う概念が ， 説 教 学 的 に 成 立 す る の で あ ろ うか 。 説

教 の 分 類 方 法 に つ い て は ， 改 め て 最 近 の 説 教 学 の 文 脈 に お け る 議 論 が 必 要 で あ

る   こ こ で は
，

ひ と ま ず説教生 成 の 視 点 か ら な され る 古 典 的 分 類 を 用 い て 考

え て み よ う 。 説教 作 成 の 観点 か ら の 分 類 に ， 説 教 と説 教 テ キ ス トの 関わ りか ら

捉 え る分類方法が あ る 。 「講解説教 HOmilie」 と 「主題説教 1 と い う古 典 的分

類 方 法 は ， 説教者が 説 教 生成 の 途 上 に お い て ， 説教 テ キ ス トを どの よ う に 取扱

い
， どの よ う な 説教 を 目指 し た か とい う観点 か らの 分類 で あ る 。 こ れ と は別

に ， その 説 教 が どの よ うな場 ， ど の よ うな 会衆 ， ど の よ う な 礼拝 で な さ れ た か

とい う よ う に ， 状 況 と の 関わ りで そ の 説教 を分類 す る方法 が あ る 。 た と え ば
，

伝 道 集会 （礼 拝 ） で な さ れ れ ば 1伝 道 説 教 」 とな り ， キ リ ス ト教 学校 の 学 内 礼

拝 で な さ れ れ ば 「学 校 礼 拝 説 教 」 とな り ， 家庭 礼 拝 に お い て は 「家庭 礼 拝説

教 」 と な る 。 こ の 第二 の 分 類 は ， そ の 分類 の 範疇 を 多様 に 拡 大 で き るわ け で ，

い わ ゆ る 「Kasualpredigt （日 常 聖 務 日課 以 外 の 洗 礼 ， 冠 婚 葬 祭 説 教 ）」 を ，

こ の 範 疇 に 措定 し ， そ の 中 に 「葬儀説 教 」 を 位 置づ け る こ と は 可 能 で あ る 。 し

か し ， こ の 概念規定 は ， た だ 説 教 が な さ れ た 場 を規 定 して い る だ け で 「葬 儀説

教 」 と は 何 か と い う課 題 の 出発 点 を明 示 して い る に す ぎな い
。 同 じ こ とが ， テ

キ ス トの 取 扱 い に 基 づ く説教分類 に つ い て もい え る 。 「葬儀説 教 」 と して 「講

解 説 教 Homilie」 が な さ れ る こ と は あ り う る し ， 葬 儀 に ふ さ わ し い 主 題 に も と

つ く 1主 題説教」が な さ れ る こ と が 考 え られ る 。 そ れ で は ， た と え ば 「葬儀説

教 」 と は 説 教 者 が く葬 儀 〉 を 主 題 に 作 成 し た 説 教 で あ る ， と概 念 を 規 定 す れ

ば ， そ れ で 問題 は か た つ くで あ ろ うか
。

こ れ も また
， 説教作成者 の 意図 を表現
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し て い る の み で あ っ て ， 完 成 さ れ 演 述 され た 説教 が 「葬儀説 教 」 で あ る と規定

す る の に は無 理 が あ る 。

　そ もそ も 「葬儀説教」 と は な んで あ ろ うか 。 「葬儀」 と 厂説教」の 結合 は 果

た し て 自明 な 前提 と す る こ とが 許 さ れ る の で あ ろ うか 。 「葬儀説教」 と い う言

葉 は ，
〈葬儀 と結 び っ い た礼拝〉 を想定 し て い る とい え る 。 そ こ で く葬儀 と結

び つ い た 礼拝 〉 が ， まず検 討 さ れ ね ば な ら な い 。 礼拝 史 の 文脈 に fO’い て ． 教会

葬儀 の 様式 の 形 成 は ， 古代教 会 の 葬儀の 実 態 か ら考察 が 開始 され る 。 古代 キ リ

ス ト教 会 の 宗 教 的伝 播 力 と宗 教 的生 活 と文 化 形 成力 は
，

キ リ ス ト教 が ギ リ シ ア

・ ロ ー マ 世 界 の 葬儀観 や そ の 様 式 と接触 し な が ら， キ リス ト教信仰 に 基 づ い て

独 自の 葬儀様 式 を産 み だ した と 考 え て も よ い で あ ろ う 。 独 自の 様 式 は ， 葬 儀 の

外 貌 を周 辺 世 界 か ら取 り入 れ な が ら ， 葬儀 の 内 実 を 「復活信仰」 に よ っ て 改造

した の で あ る 。 古代教会 に お い て ， 葬儀 の外貌 は ，
ヘ レ ニ ズム 文化圏に お い て

一
般 的 で あ っ た 様 式が そ の ま ま取 り入 れ られ た 。 初期 の 教会 の 埋 葬儀礼 は 厂前

式 Prothesis」 「葬 送 行 進 Pompa 」 「埋 葬」 の 三 つ の 部 分 か ら成 立 して い た と

考 え られ る 。
こ の 三 部構成 は ， 東 方 教会 に お い て も受 け継 が れ て い る 。 ま た 西

方 中世 ロ ー マ ・カ トリ ッ ク 教 会 に お い て も基 本 構 造 は 継承 さ れ て い る と み な す

こ とが で き る 。 そ して さ ら に
， 今 日 の ヨ ー ロ ッ パ の 教会 も ，

こ の 延 長 線上 に あ

る と考 え る こ とが で き る
3）

。

　そ れ で は ， 「葬儀説教」 は ， 前述 の 三 つ の 部 分 か ら な る 流 れ の 何 処 に 位置 す

る の で あ ろ うか 。 古代教会 に お け る 「埋 葬」 は ， 聖 書朗 読 と 詩篇歌 唱 が 主 で

あ っ て ， 「葬儀 説 教 」 と呼 ぶ べ き実 態 を捜 す こ と は難 し い 。 そ もそ も 「埋 葬儀

礼 」 は ， 歴 史的出発 点 に お い て は死 者 の 家 族 が と りお こ な うべ き もの と考 え ら

れ て い た と 思 わ れ ， 死 者 の 身体 を 丁 重 に 葬 る こ と ， 復活 を待つ た め に 聖 書朗 読

と祈 り （詩篇） を な す こ とが某 本 で あ っ た 。 しか し古代教会 の 埋 葬式 に 際 し，

遺体 の 額 へ の 口 づ け ， 「埋 葬 の 辞 （laudatio　funebris）」 が 語 られ た こ と な ど も

報告 さ れ て い る 。 そ し て ，
こ の 「埋 葬の 辞」 は ， 中世以降現代 まで 継続 して い

る と 考 え られ る 。 今日， 日本 の 教会 で 使 わ れ る よ うに な っ た 「葬儀説 教 」 とい
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う概 念 は ， 「礼 拝 説 教 」 と 「埋 葬 の 辞 」 と の 関 わ りで 考 え る必 要 が あ る と思 わ

れ る 。

　「葬 儀 説 教 」 が 成 り立 つ た め に は
，

そ こ に 何 らか の 形 で 礼 拝 が 成 立 し て い る

必 要 が あ る 。 「前 式 」 「葬 送 行 進 」 「埋 葬」 を 考 え た 場 合 ，
い ず れ も 「祈 り の

式」 と考 え る こ と が で き る が ， 「埋 葬」 に 際 し て ， よ り 「リタ
ー ジ ー の 形 式」

が 整 え られ て い く経緯 が 推 察 さ れ る 。 歴 史 的 に は ， 「前式 」 が 家庭 で な さ れ ，

そ の 後墓地 ま で の 「葬送 行 進 」 が あ り ， 墓 地 で の 「埋 葬 1が 基 本 形 と し て あ

る 。 「葬 送 行 進 」 が 「教 会 の 礼 拝 堂 」 を経 由 す る こ と に よ り， 礼拝堂 で の 祈 り

が な さ れ る 形 や ， 墓 地 に 「葬儀 用 の 礼拝 堂 」 が 建 て られ る 形 で 整 備 さ れ て い く

経 緯 を歴 史 的 に 読 み と る こ とが で き る 。
い ず れ に せ よ， 死 者 の 葬送 ・埋 葬 は

，

そ の 地方の 自然的 ， 文 化 的 風 土 や ， さ ら に 住 居 ， 住 宅 ， ま た 墓 地 等 の 環 境 ま た

民 族 的慣習 と の 関 わ りの 中 で 変化 ， 形 成 し て い く と言 え る 。 そ の 中 で ， キ リス

ト教 会 は ， 「祈 りの 式 」 「礼拝 式」 と の 結 び つ き を意 識 的 に 求 め 続 け て き た の で

は あ る ま い か 。 した が っ て 「葬儀説教」 と い う言葉 に は ， 死 者 の 埋 葬 を 「整 え

られ た 説教 を伴 う礼拝式 」 を も っ て お こ な う と い う信 仰 表現 が 込 め られ て い る

と考 え て さ し つ か え な い で あ ろ う 。 す る と ， 死 者 の 埋 葬 の た め に ， 礼拝式 ， 祈

りの 式 を ど の よ う な 考 え で ，
どの よ う に 整 え るか が 課 題 と な る 。

こ こ で ， 明 治

以 来 の 口本 の プ ロ テ ス タ ン ト ・ キ リス ト教 の 歴 史 的 特質 を考 え る と
， 「説 教 を

中心 に し た 礼 拝 式 】に よ っ て キ リス ト教 的 信 仰 共 同 体 の 信仰 を公 に 表現 して き

た 歴 史的現 実 が 考慮 さ れ る べ き で あ ろ う 。 礼拝史の 視点 か ら 見 れ ば ．
い わ ゆ る

「ノ ン リ タ
ー

ジ カ ル な 礼拝 」 と呼 ん で よ い 単 純 な 礼拝形 式 を ま も りな が ら ， 説

教 を 中心 に 自己 の 歴 史的宗教的特 質 を 自己 表 現 し て き た キ リ ス ト教 が わ れ わ れ

の キ リス ト教 で あ る 。 そ れ だ け に 「説教」 の 位置 づ け に 比重 を お く， 説教中心

の 単 純 な リ タ
ー ジ ー を重 視 す る特質 を持 つ と い え る 。

　 こ こ で ， 脚 注 的議 論 を差 し挟 ん で お き た い
。 「葬 儀 説 教 」 と の 関連 か ら 「葬 儀 礼

拝 」 を 考え た 場 合 ， そ の 「葬 儀 礼 拝 」 の 礼拝 と し て の 位 置 づ け の 問題 が あ る 。 「葬

儀」 を 「礼 拝 」 と 考 え た 場 合 ， 礼 拝 に は 「主 日 礼拝 」 の よ う に 教 会 的公 同性 を そ の
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本 質 とす る 礼 拝 か ら ， 「家 庭 礼拝」 の よ う に 私的礼拝 ま で の 幅が あ る 。 そ こ で ま ず第

一
に

， 「葬儀」 の 礼 拝 と し て の 公 同 的性格 と私 的性 格 の 問題 を明 らか に して お く必 要

が あ る 。 も と も と埋 葬儀 礼 は ， 古代教会 に お い て 私的性格 を特 徴 と し て い た 。 死 者

の 家 族 ， 友 人 た ち が 聖 書 と詩 篇 の 祈 り を も っ て 埋 葬 し た の で あ る か ら ， 性 格 と し て

は 「家 庭 礼 拝」 に 近 い 私 的な 祈疇 式 で あ っ た と考 え て よい で あ ろ う 。 しか し ， 埋 葬

して くれ る家 族 の い な い 死 者 を誰 が 葬 る か ， と い う課 題 は ，
エ ル サ レ ム 教会 以 来 の

課 題 で あ っ た 。 当然 信 仰 者 の 共 同体 で あ る教 会が 家 族 に か わ っ て 埋 葬 の 責 任 を最 初

か ら果 た して きた とい え る 。 私 的 な礼 拝 も ， そ の 担 い 手 が い な い 場 合 ， また そ の 担

い 手が 「埋 葬」 を営 む に は 不十分 な状 態 で あ る場 合 に は教 会 が
， そ の 責 任 を果 た し

て きた の で あ る 。
つ ま り ， 「葬儀」 の 本来 の 執 行責任者 は誰 か と い う課題 と ， 実 際 に ．

誰 が そ の 責 任 を果 た す か と い う課 題 は ， 深 く結 合 して い る が 同
一

で は な い 。 理 念 と

現実 と を注意深 く見極 め な が ら論 じ る必 要 が あ る と い え よ う
4）

。

　 さ て ， 厂葬儀 」 を 礼拝 と し て と ら え た 場合 ， そ の 礼拝 の 公 的 ， あ る い は 私的

性格 が 問題 と な る 。 重 要 な こ と は ，
こ の 課 題 に 取 り組 む 思 考図式 で あ る 。 「葬

儀」 は ， 「私的礼拝」で あ る か ， そ れ と も 「公的礼拝」 で あ るか ， と い う二 者

択
一

的思 考 図 式 は ， 問題 解決 の た め の 有効 な 思 考 図 式 と思 わ れ な い
。 単純 す ぎ

る か らで あ る 。 仮 に ， そ の よ うな 図式 で ア プ ロ ー チ した 場合 ， 「公的礼拝」「私

的礼 拝 」 の 概 念規 定 を め ぐる礼 拝学 的議論 が 必 須 に な る 。 そ して ， こ の 議 論 は

礼拝 の 担 い 手 と し て の 共同体 論 と 直 結 す る 。 教 会 （個 教 会 ， 教 団） だ け で な

く， 厂国家共 同体」 あ る い は 「キ リス ト教 的市 民 共 同体」 は 礼拝 の 担 い 手 と な

る こ とが で き る の か ， とい う問題 が 論 じ ら れ ね ば な ら な い
「’）

。 ま た 「家族 」 を

葬儀を営 む 主体 とした場合 ， その 「家族」 の 概念規定が 必 要 で あ り， 国家共 同

体 ， 市 民 共 同 体 ， 家 族 共 同体 ， と い う 同心 円 的 複 合 構造 と 「教 会 共 同 体」 との

関係 が 論 じ ら れ ね ば な らな い
。 そ して ， そ の 上 で ， 礼拝 に お け る 「公 的 」 と

は ， 社 会 的 1公共 性 」 を意 味 す る の で な く， 公 同教 会 性 との 連続 性 を指 す の で

あ る か ら， 礼拝式 を成 り立 た し め る教会 的権威 の 所在 と の 関わ りが 更 に 論 じ ら

れ る べ き課 題 とな る 。

　葬儀 （埋葬）式を礼拝 と して と らえ ， その 礼拝 と教会的権威 との 連関を問 う
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こ と は ， 礼 拝 式 の 構 成 を ど の よ う に 礼拝 学 的 に 整 え る か とい う課 題 と重 な る 。

福音主義教会の 礼拝 とい う文脈 で こ の 課 題 を と ら え る な ら ば ， 葬 儀 （埋 葬 ） 式

の 構 成 要素 と し て の 説教 と聖 餐礼典 と い う こ と に な るが
， 特 に 問題 と な る の は

聖 餐礼典 で あ ろ う 。 伝 道 地 に あ る プ ロ テ ス タ ン ト教 会 と して の 歩 み の 中で 葬儀

（埋 葬） 式 を営 ん で い る 状 況 の 中 で は ， 葬儀 に お け る 聖 餐礼典 の 執行 は切 実 な

主題 と は な りに くい が ， 礼拝 学 的 に 考 え れ ば ， 葬 儀 （埋 葬 ） 式 に お け る聖 餐礼

典 は 重 要 な 課 題 で あ る 。 聖 餐 礼典 は 執 行 で き る の か 。 そ の 場 合 の 執行 の た め の

教 会 的 権威 の 所 在 を ど の よ う な 信 仰 職 制 論 的 筋 道 に お い て 整 え る か は
， 葬儀

（埋 葬 ） 式 を 礼 拝 式 と し て と ら え た 場 合 重 要 な 課 題 で あ る 。 古代 教 会 に お い て

は ， 洗 礼式 だ け で な く聖 餐礼 典 も主 日礼拝 に お け る聖 餐礼 典 とは別 の 場面 で 執

行 さ れ た 記録 が あ る
b ）

。 特 に
， 死 者 の 埋 葬式 に お い て 例 外 的 で な く執 行 さ れ て

い た と 解 釈 で き る 教 会 史 的 事 実 を 考 え 合 わ せ る と 礼 拝 学 的 重 要 課 題 で あ ろ

う
T｝

。

　 こ こ で ， 葬儀 （埋 葬）式 に お け る説教 に 限 定 して 論 じ る に して も ， 説教 が そ

こ に 位 置 づ け られ て い る 礼拝 式 の 公 同性 を 測 る 徴 表 が 聖 餐礼典 で あ る こ と を考

え る こ と もで き る の で ，
こ の 葬 儀 （埋 葬） 式 の 公 的 ， 私 的性 格 づ け を め ぐ る議

論 は ， 説 教 そ の もの を め ぐ る 議 論 と重 な り あ う 。 説教 の 聖 餐 礼 典 との 内的 結 び

つ き ， 説教 の サ ク ラ メ ン タ ル な性格 を め ぐ る 議 論 に つ い て も展開の 余地 が 指 摘

で き る 。

　 さ て ， 以 上 の よ う な問 題 の 所在 を踏 ま え た ヒで
， 拙 論 は ， 次 の よ う な 思考 図

式 を提 案 し
， 課 題 へ の 接 近 方 法 と し た い 。 そ れ は

， 礼 拝 を測 定 す る 怦 を ， ひ と

ま ず二 極構造 に お い て 構 成 して み る 。 図 案化 し て み る と次 頁 の よ う に な る 。

　 こ の 思 考図 式 で ， 礼拝 式 を 考 え て み る と ， 現 在 の 日本 の 教 会 で 実 際 に な さ れ

て い る 「夕 べ の 礼 拝 」 「伝道礼拝」 「会衆 の 自由祈 濤 を組 み 込 ん だ祈 り会」，
さ

ら に 「按 手 礼 」 「堅 信 礼 」 「結 婚 式 」 な ど 広 義 の 礼拝 の
， 礼拝 式 と して の 公 同的

性 質 の 度 合 い を 測 定 す る こ と が で き る の で は あ る ま い か 。 こ の 測定 図式 の メ

リ ッ トは ， ひ と こ と で 「夕 べ の 礼拝 」 と い っ て も
， 主 日 に な され る 聖 餐 礼 典 を
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と もな っ た公 的性格 の 強 い 夕礼拝 か ら， 内実 に お い て キ リス ト教講演会 に近 い

私 的 集会 ま で ，
二 極 構 成 の 秤 の 目盛 りの うえ に ， 礼拝 と して の 公 的 ， 私的性 格

の 度 合 い の 差 異 を相対 的 に 位置づ け る こ とが 可能 な点 に あ る 。

　 こ こ で ， わ れ わ れ の 課 題 で あ る 葬儀 （埋 葬）式 を考 え て み よ う。
い わ ゆ る

「Kasualien （冠婚葬祭等の 礼拝 ）」 の 中で ， 性格 的 に 近 く， そ れ で い て 異 な る

の は 結婚式 で あ ろ う。 結婚式 も また葬儀 （埋 葬）式 とお な じ く古代教会以来の

歴 史 に お い て 「私的礼拝 （祈濤 ）式 」 と い う位置づ け に お い て と ら え る こ と が

で き る
s＞

。

　結婚式 が 私的性格 を基本 と し なが ら ， 共 同体的 性格 を堅 く保 持 し て きた こ と

は ， そ の 執行 に 先 ん じ て の 「公 示 」 と 「式 の 公 開性」 に よ く現 れ て い る 。 結婚

式 が 教会 に と っ て 共 同 体的性 格 を持 つ も の で あ る だ け で な く ， 神 と 証 人 と の 前

で な さ れ る 契 約 の 式 と い う面 か ら， 公 同礼 拝 の な か に 組 み 込 ん で 執行 す る こ と

が で き る と考 え た の は ， 宗 教 改 革 者 J カ ル ヴ ァ ン で あ る 。 「カ ル ヴ ァ ン の 式 文

代 表的礼拝 （祈疇）式 の み を参考 と して記 入 し た 。「傾 き」「度合 い 」 の 目盛 り は
，
あ く ま で 相 対的

な も の な の で 「結婚 式 」 と 「葬儀」 と を比 較 す る場 合 に ， ど ち ら が 「よ り 公 的か 凵 よ り私 的 か」 を

測 る 目安 を表 す性格の もの で ある 。
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（教 会 に お け る 祈 疇 と讃 美 の 様式 ）」 に よ れ ば ， 礼 拝 式 の 中 で 結 婚 式 を執行す

る場 合， 説教 ， 聖餐礼典 の 後 の 位置 に お け る執行 が 良い と考 えて い た よ うで あ

る
9）

。 カ ル ヴ ァ ン が 結婚 式 を 主 日礼 拝 の な か に 位置 づ け られ る と し た 背 景 に

は ， 結婚 式 の 礼拝 と の 関 わ り に お け る 公 同的 性 格 が その 根拠 とな っ て い る 。 結

婚式 とそ の 執行 の た め の 教 会 的権威 の 関係 を ， カ ル ヴ ァ ン が 表 現 した の が ， 彼

の 式 文 に お け る 結 婚 式 に 関す る 指示 で あ る とい え よ う 。

　 そ れ で は ， 葬 儀 （埋 葬 ） 式 を 主 日 礼 拝 の 中 に 組 み 込 む こ と は 可 能 で あ ろ う

か 。
こ の 問 い の 意味 す る と こ ろ は ， 葬儀 （埋葬）式 の 公 的性格 の 度合 い で あ

る 。 古代 教 会 に お い て は
， 葬儀 （埋 葬 ）式 と聖 餐礼 典 の 結合 が み られ た 。 し か

し ， 葬 儀 （埋 葬 ） が
， 家 族 に よ っ て な さ れ る と い う私的性格 は 明確 で あ っ た 。

こ の 二 つ の 事実の 意 味 す る と こ ろ は ， キ リ ス ト教 葬 儀 （埋 葬 ）式 は ， 古 代教会

以 来 公 的性 格 と私 的性 格 を合 わ せ 持 っ て き た と い う こ とで あ る 。
こ の 点 は ， 結

婚式 も同様 で あ る が
， 結婚式 と比較 す る と葬 儀 （埋 葬 ） 式 は ， 公 同礼 拝 に 組 み

込 む こ と に は 無 理 が あ る の で は あ る ま い か 。 そ の 理 由 は ， 葬 儀 （埋 葬） 式 の 公

的性格 の 度合 い に あ る 。 結 婚 式 に くら べ る と， よ り私 的 性 格 が 強 い か ら で あ

る 。 ま た ， 葬儀 （埋 葬）式 自体 の 性 格 を ， よ り教 会 と し て 公 的 性 格 を 強 め た

形 ， た と え ば 「教 会 葬」 とい う範 疇 を考 え て も， や は り無理が あるの で は あ る

ま い か
。 特 に ， 葬儀 を ， そ の 死 者 を 葬 る た め の

一
度 限 り の 埋 葬 式 と考 え る と

，

む し ろ 葬儀 （埋 葬 ） 式 の 私的礼拝式 と して の 意 味 を積 極 的 に 考 え る必 要が あ る

の で は あ る ま い か 。 すべ て の 礼拝 （祈疇）式 を ， で き る だ け 「公 的極 1 に 近 づ

け る と い う考 え 方 だ け で な く， 「家庭礼拝 」 が 「私 的 極 」 に よ り近 づ く こ と に

よ り ， そ の 固 有性 を 獲得 す る よ う に
， 葬儀 （埋 葬）式 の 私的性 格 の 積 極 的 位 置

づ け に つ い て も検討 を要す る と言 え よ う
川

。

　そ れ で は ， 結婚 式 と の 比 較 に お い て 葬 儀 （埋 葬） 式 の 私 的 性 格 を確 認 した 上

で ， 葬儀 （埋 葬）式 の 公 的性格 を考 え る た め に ， 葬 儀 （埋 葬 ） 式 に お け る聖 餐

礼 典 の 執 行 とい う課 題 を考 え て み よ う 。
こ の 課 題 は ， そ れ ほ ど複 雑で は な い

。

わ れ わ れ 福音 主義教会 に は ， 洗 礼 と聖 餐 と い う二 つ の 聖 礼典 が 与 え られ て い る
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が ， 礼拝史的 に 考察 す る な ら ば
， も と も と洗礼 の 礼典 は 主 日礼拝 と結合 し て い

た わ け で な い
。 洗礼 を 主 日礼拝式 の 中 に お い て 執 行 せ ね ば な らぬ 礼 拝学 的 必 然

性 の 普遍化 に は 無理 が あ る 。 しか し ， 聖 餐 礼 典 は ， キ リス ト教 礼拝 の 始源 よ り

主 日礼拝 の 本質的構成要素 で あ っ た 。 そ の 意 味 で
， 聖 餐礼典 は ， 教会 的権威 の

所在 を明確 に した 上 で 執行 す る の で な けれ ば そ の 本質 を保持 で き な い 礼拝 の 秘

儀 と関 わ っ て い る 。 そ れ で は
， 聖 餐礼 典 は 主 日礼 拝式 の 中 に お い て の み 執 行 さ

れ ， そ こ か ら持 ち 出す こ と は 許 され ぬ の で あ ろ うか 。 こ こ で
， まず 初代教 会以

来 の 「病床 聖 餐」 の 伝 統 を想 い 起 こ さ ざ る を え な い
。 主 日 の 聖 餐礼典 の パ ン と

ぶ ど う酒 に与 れ なか っ た 兄弟姉妹 に ， そ れ を届 け る務 め を教 会 は今 日 まで 牧者

の 務 め と し て 重 要視 して きた 伝統 が あ る 。 ま た ， す で に 2 世紀 に お い て か な り

伝播 し て い た と思 わ れ る 聖 餐 礼 典 を と もな っ た 埋 葬 式 に つ い て も言及 した 。 確

か に
，

聖 餐 礼 典 は 主 イ エ ス ・ キ リ ス トの 復活 の 出来事 を 記念す る と い う面 か ら

も 「主 の 日 」 の 礼拝 の 中枢 部 を構 成 し て き た が ， 教 会 は そ の こ と を 踏 ま え た 上

で
，

そ の 執行 を主 日 礼拝 に 限定 し て き た わ け で は な い
。 問 題 は

， 聖 餐礼 典 を

伴 っ た 礼拝 を執行 す る た め の 教会的， 職制論 的 筋道 が ど の よ う に 成 立 す る か と

い う こ と で あ る 。 そ し て 聖 餐礼 典 を執行 す る た め の 教 会 的 ， 職 制 論 的 筋 道 を整

え る こ と は ， そ れ ほ ど難 し くな い
。 た と え そ れ が 「家庭礼拝」 で あ っ て も， そ

こ で 祈 っ て い る 病 者 に パ ン とぶ ど う酒 を届 け る こ と は 許 さ れ る
。 教 会 が 遺 族 に

か わ っ て ， あ る い は委 託 さ れ て
， 葬儀 （埋 葬 ） を礼拝 として 執行 す る 際 に ， 礼

拝者 に パ ン と ぶ ど う酒 が 届 け られ る こ と は 許 さ れ る こ と で あ ろ う。
こ の よ うに

考 え て くる と ， 葬儀 （埋 葬 ） 式 に お け る聖 餐 礼 典 の 執行 の 問題 は葬儀 （埋 葬）

式 の 教会的公 同性 と私的性格 をめ ぐる鍵 に な る課 題 の よ う に 思 わ れ る
m

。

　 「葬儀説教」 の 成立 根拠 に つ い て の 考察 を 試 み て き た が ， 葬儀 （埋 葬）式 の

公 的， 私的性格 づ け と 「葬儀説教 」 と い う概念 の 関係 を考 え る事 が で き る 。 葬

儀 （埋 葬 ） 式 の 公 的 ， 教 会 的 性格 が 強 い ほ ど 「式 辞 」 よ り も 厂説 教 」 が 「葬 儀

（埋 葬）礼拝式」 に ふ さ わ し くな る 。 そ の 対極 と し て 家 族 に よ る 私的礼拝 式 と

い う面 が 強 く意識 さ れ る と き 「式辞 （Grabrede）」 が ふ さ わ し くな る よ うに 思
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わ れ る 。
い ず れ に せ よ ， 「葬儀説 教」 と い う概念 と ， 葬 儀 （埋 葬） 式 の 礼拝 と

して の 公 的性 格 づ け と の 間 に 対 応 関係 が あ る こ とが 指摘 で き る 。

　 しか しなが ら ， こ の種 の 問題 は ， 概 念 規 定 が まず あ っ て ， 現 実 が そ れ に 規 制

さ れ な が ら実 態 が 形 成 さ れ て い く と は 思 わ れ な い
。 そ こ で 重 要 な こ と は

， 「葬

儀説教 」 と呼 ばれ て い る もの の 歴 史的 実 態 で あ る 。
20世紀 末 の 日本 の プ ロ テ ス

タ ン ト教 会 は ， 「葬 儀 （埋 葬） 式 」 に お け る 「説 教 」 あ る い は 「式 辞」 を実際

どの よ うに 理 解 し， 実行 し て い る の で あ ろ うか
。 あ りの ま まの 「歴史的実態」

は い か な る も の な の で あ ろ うか
。

〈2 ＞ 最近 の 葬儀説教の 実態 に つ い て

1． 資料

　20世紀末の 日本 プ ロ テ ス タ ン ト教会 の 葬儀 （埋 葬）式 に お け る説教 の 実態 を

と ら え る に は ， 可 能 な 限 り多 くの 説 教 の 実 例 が 必 要 で あ り ， し か も， そ れ は
一

地 方 に 限定 さ れ ぬ 広 が りを もち つ つ
，

しか も， 特別 な事例で は な く，

一
般 的説

教 者 の 実 際 に な し た平 均 的 説 教 で あ る こ と が 望 ま し い
。 そ の た め に は ， 各 個 教

会 内部 に と ど ま り外 へ で る事 の な い 説 教 （式 辞 ） 事例 が 収集 され る こ とが よ り

望 ま し い と言 え る 。 し か し実際上 の 収集が 困難 で あ る た め ，
こ の 拙論 の 素材 と

し て ， 下 記の 説教集 に 掲載 され て い る 9人 の 説教者 に よ る17の 「葬儀説教 」 を

採 用 す る こ と に した 。

　 『主 は わ が 牧者
一

葬儀説教集
一

』福島恒雄 他 8 人 共著 ， 日本 基 督教 団 出版 局 ，

1989年 4 月刊 行

　説教者 ： 9 人 の 日本基 督教団の 牧師 ； こ の 9 人 の 説教 者 は ， 1923年生 ま れ 〜

1943年 生 ま れ の 年齢 層 で あ り ， 1950年 よ り 1976年 の 間 に 受按 の 教 師 で あ り ， 地

域 的 に も， 出 身神 学校 に お い て も
， 多様性 が 認 め られ ，

こ の 時期 の
一

般 的 ， 平

均 的 説教 調査 の 素 材 と し て ， 不満 と は言 え ぬ 条 件 を 満 た し て い る と判 断 し た 。

な お
，

17の 説 教 の 最後 に 付記 さ れ て い る 資料 に よ る と
， 収録 さ れ た 説教 は ，

1970年か ら1988年 の 問 に 実際 に 説教 され て い る 事 ， そ の 場合 の 死 者の 年齢 は29

歳 が 最 年少 ， 93歳 が 最 年 長 で あ る こ とが わ か る
1
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II． 説 教 テ キ ス トに つ い て

　 × 3

　× 2

　× 2

　× 2

　× 1

1　−105
，

イ ザ ヤ 41 ：

マ ル コ 10 ：

ル カ 22 ：24−34

1 コ リン ト15 ：50−58

11コ リ ン ト 4 ： 7 −18

ヨ ハ ネ10 ： 1 − 16

1 ヨ ハ ネ 5 ： 1 − 13

詩 篇 23 ： 1 − 6 ，
28 ： 7 ，

121 ： 1 − 2

　 　 8 −16，　46 ：　3 − 6

　 　 1 − 16

73 ：23− 26，　84　　1 − 8 ， 　90　　1 − 12
，　119

　上 記 に ， 頻 度順 に 分 類 し た の は ， 各説教 の 冒頭 に 「説 教 テ キ ス ト」 と し て 掲

載 さ れ て い る 聖 書箇所 で あ る 。 す で に 予備的考察 に お い て ふ れ た が ， 説教 を生

成 （説 教 者 ） の 観 点 か ら 「説 教 テ キ ス ト」 と の 関 わ りで 分 類 す る こ とが で き

る 。 「講 解説教 」 と 厂主 題説教」 の 二 形 態 分 類 は そ の 代 表 的 な も の で あ る 。 ま

た生 成 （説 教者） の 観点 と は 別 に ， 受 容 （享 受） の 観点 す な わ ち 聴 き手 （読

者） の 視点か ら言語作品 と して の 説教 を分類 す る こ と もで き る 。 前者 の 生 成的

観 点 に お い て ， ど の よ う に 説 教 が 作成 さ れ ， どの よ うに 説教 テ キ ス トが 取 り扱

わ れ た か は説教 作成 者以 外 の 者 は知 る 由 もな く， 心 理 学 的推測 に よ る判断 は 印

象批 評 の 域 を 出 る こ と は難 しい
。 従 っ て

， 後者 の 方 法 に 従 っ て ， 説 教 テ キ ス ト

が 説教 に お い て どの よ うな役割 を は た して い る か が 分析調査 さ れ ， それ に 基 づ

い て 各説教 に お け る 「説教 テ キ ス ト観 」が 明 らか に され る必 要が あ る 。
こ こ で

は
， 紙面 の 関係で ， 個々 の 説教 で は な く全 体 に 共通 す る事柄 を指 摘 し

， 次 に 固

有 な部分 に ふ れ て み る事 と した い
。 冒頭部 に 掲載 さ れ て い る 「聖 書 テ キ ス ト」

を ，
い わ ゆ る 「説教 テ キ ス ト」 と み な し， 各 説 教 に お い て 果 た す機 能 ， 役 割 を

測 定 す る と
，

一
部分 の 説教 を除 き

，
ほ と ん ど の 「葬儀 説教 」 に お い て 次 の こ と

が 指 摘 で き る 。 1説 教 」 を 〈特定 さ れ た 聖 書 テ キ ス ト〉 の な ん ら か の 形 の 説 き
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明 か し と考 え ， そ の 〈特定 さ れ た 聖 書 テ キ ス ト〉 を 「説教 テ キ ス ト」 と規定

し ， そ れ を 各説教 の 「第 1 テ キ ス ト」 と呼 ぶ な ら ば
，

ほ と ん どの 説教 に お い て

冒頭 に 掲 げ られ た 聖 書箇所 は 「第 1 テ キ ス ト」 と して の 「説 教 テ キ ス ト」 の 役

割 を説教 の な か で 果 た し て い な い
。 「葬儀説 教 」 に お け る 「説教 テ キ ス ト」 と

は 何 か と い う課 題 は
，

9 人 の 説教者 ご とに 異 な り， 説 教 と聖 書 テ キ ス ト と の 関

係 に つ い て の 考 え方 は 多様 で あ る 。 そ の 中で ， 説教者 T ， S ，
　 F　3 に よ る 六 っ

の 説 教 に お い て は ， そ れ ぞ れ 異 な る仕 方 で あ る が 「説教 テ キ ス ト」 と 「言語作

品 と して の 説教」の 問 に
， 前者が 後者 の 中で 果 た す機能 と い う面か ら ， また 構

成 上 か ら関連 を読 み 取 る こ と が で き る 。 しか し ， 3 人 の 説 教 者 に お い て も 「葬

儀説教 に お け る説教 テ キ ス ト理 解」を 明確 に す る事 は 難 し い
。 そ の 他 の 説教 に

お い て は ， 冒頭 の 「聖 書 テ キ ス ト」 と 「言語作品化 さ れ た 説 教 」 と は ほ とん ど

分 離 さ れ た 関 係 に あ る 。 前者 が 後者 の 中 で 果 た す 構成 上 の 必 然性 は 希薄 で あ

り， 機能的役 割 は 弱 い
。 説教 で は な く説教以 外 の 範 疇 ， その 「式辞」 とい う別

種 の 範 疇 を 設定 した 上 で ， そ の 「式辞 」の 中 に 聖書箇所 を 引 用 す る と い う考 え

方 に 立 て ば話 は 全 く別 に な る
。

しか し ， そ れ で は 「葬儀説 教 」 とい う概念が成

立 しな くな る か ， あ る い は 説教 の 「第 1 テ キ ス ト」 を 「聖 書 テ キ ス ト」 と し な

い 説教 ， す な わ ち 「説 教 テ キ ス トな き説教 」 概 念 を組 み 立 て ね ぼ な ら な くな る

で あ ろ う 。
い ずれ に せ よ17の 「葬儀説教」 に お い て 「説教 テ キ ス ト」 と は な に

か ， と い う理 解 は
一

定 で な い
。 各 説 教 者 ご と に 異 な る と思 え る ほ どの 多様 な葬

儀 説 教 理 解 が 指 摘 で き る 。

III． 説教の 始め 方 （冒頭部分の 観察）

　各説 教冒頭部分 を観察分 析 し て み る と
， 次 の 三 種類 に 分類 で き る 。

（1）

（2）

（3＞

A 型 ， 「わ た した ち 」 モ チ ー フ 　No．　1 ，
　 No．　9 ，

　 No．16

B 型 ， 「出来事 」 モ チ ー フ　No．　2 ， No．　3
，
No．　4 ， No　5 ， No．　6 ， No．　7 ， No．　8 ，

　　　　　　　　　　　　 No　11
，　No　12

，　No　13
，　N（）．14，　Nα15，　No．16

C 型 ， 「わ た し」モ チ ー フ 　 No．10
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（上記三 類型 につ い て の解説）

　（1） A 型 ， 厂わ た した ち 」 モ チ ー フ 　No．　1 ，
　 No．9 ，

　 No．16

　「第 1セ ン テ ン ス 」 の 主語が ， 「わ た した ち 」 で 始め られ て い る 説教で ある 。

冒頭 文 と 導 入 部 の 「わ た し た ち 」 モ チ ー フ は
，

こ れ ら の 説教 全体 を 決 定 づ けて

い る こ とが 観察 で き る 。

　 （2） B 型 ， 「出 来 事 」 モ チ ー フ　 No．　2 ， No．　3 ，
　 No．4 ，

　 No．　5 ，
　 Nα 6 ，

　 No．　7 ，

　N（｝．8 ，　Ne．11，　No．12，　No．13，　No．14，　No．15，　Nα16

　 冒頭 部分 が
， 「死 の 出 来事 」 の 告知 に よ っ て 始 め られ て い る説教 で あ る 。

　数量 的 に は
一

番 多 い 始 め 方で あ る 。 故人 の 死 の 出来 事 を
，

まず 告 知 し
，

そ の

後 故 人 の 人 生 史 を振 り返 る と い う形 が
，

こ の 分 類 （B 型 ） の 典 型 で あ る 。

一

応 ，
こ の 分類 の 中 に 数 え た が

， 他 の 説 教 と異 な る固 有性 を もち ， ひ と つ の 明 確

な 「葬儀説 教 観 」 に 基 づ く説 教 が ， 説 教 者 T に よ る 説 教 NQ　15，
　 Na　16 で あ る 。

説教 No　15 の 特徴 の
一 部 を分析 し て み る と ， 次 の よ うな 構 成 が 指摘 で き る 。 「第

1 セ ン テ ン ス 」 と 「終結文 （ラ ス トセ ン テ ン ス ）」の 2 文章 を除 く と ， 1 人 の

人物 の 生 涯 を テ キ ス ト と し て 説教全体が構成 され る 。 故人の 人生 史全体 が くマ

ル コ 10章 14− 15節 〉 で 解 釈 さ れ る 。 そ の 人 生 史 を説教 者 が 区分 し ， そ の 各 部 分

を故人 と関係 の 深 か っ た聖 句 を引用 す る こ と に よ り， 説教者 に よ る故人 の 人 生

史 （歴 史） 解釈 が 示 さ れ る 。 説教者 T は こ の よ う な 手 法 で ， 故人 の 人 生 史 は ，

聖 句 に 導 か れ ，
そ の 聖 句 を証 し した 歩 み で あ っ た と述べ

， そ れ に 「第 1 セ ン テ

ン ス 」 と 「終結文」 を加 え た も の と して 「説教」 を構成 して い る 。 No．16に も全

く同 じ構成が 読 み とれ る 。 そ の 他 ， 説教者 T ほ ど に 明 確 で な い が ， 同様の 理 念

で 説教 を構成 し て い る の は 説教者 S で あ る 。 説教 Nα 5 ， No．6 に お い て ， 「死 と

い う出 来 事 」 が 告 知 さ れ ， こ の 出来 事 の 解釈 の た め に 〈詩 73篇 26節 〉 が 引 用

さ れ る 。 説 教 No．　6 も同 じ構造 で 〈詩 28篇 7 節〉 が 引用 さ れ ， 故人 が こ の 聖 句

を知 っ て い た こ とが 付 け加 え られ る こ と に よ り聖句に よ る故人 の 人 生 史 の 解釈

が 語 られ て い る 。

　（3） C 型 ， 「わ た し」 モ チ ー フ　No．10

　説教 No．10は ， 説教者 の 困惑 か ら始 め られ る 。 「私 は全 く言葉 を失 い ま した 」
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と い う言葉 が ， そ の 集中表現 で あ る 。 「人 の 言葉 は空 し く， は か な い 」 と始

め
， 説 教 者 自身 の 言 葉 の 無 力 ， 自己 の 無 力 感 が 語 られ ， そ れ と対 比 さ れ る形

で ， 故 人 に は 「聖書 を通 し て 父 な る神の 生 き た ，
い の ち の 言葉 を信 じて ゆ るが

ない 堅 い 信仰 が あ りま した 」 と い う文 が 導 き 出 され る 。 説教 （式辞）の 中で 説

教 者 の 困惑 は ，
い わ ゆ る 〈修辞 的表 現 〉 と し て 語 られ て い る 。 細 か く見 る と ，

「人 の 言 葉 」 と対 比 され て い る もの が 何 か は っ き り し ない 。 そ の 後 の 展 開か ら

解釈 す れ ば ， そ れ は 「（形 容 句 の つ い た ） 〈言葉 〉」 で あ る よ り は 「（故人 の ）堅

い 〈信 仰 〉」 で あ ろ う 。
こ の 導 入部 の 文 脈 を丁 寧 に 分析 す る と， 修辞的表現 に

お け る二 者対 立 は ， 「説教者 の 無力」 と 「故 人 の 信 仰 」 と い う こ と に な る 。

IV． 説教の 「形 式的構成」

　主 日 礼拝 に お け る説 教 の 実 態 が 多 様 で あ る の に 比 べ る と ， 17の 葬儀 説 教 の

「形 式 的構 成 」 は ， ど の 説 教 に も共通 し て い る と み な す 事 の で き る 「形 式 的構

成 」 が そ こ に 指摘 で き る 。 そ れ は ， 下記 の 三 要素 に よ っ て 構成 さ れ て い る 。

　（1） 一
人 の 信仰 者 （未受 洗 者 も含 む ） の 死 去 （逝 去） の 事実， 事実経 過 。

　（2） 故 人 は どの よ うな人で あ っ た か 。 また ， 故 人 は どの よ うな 信仰 を持 っ て

　 い た か 。

　（3） 故人 は 信仰 を持 っ て 召 さ れ た
。 安 らか に 召 され た 。

（「形 式 的構成 」 に っ い て の 解説）

（1） 17の 説教の 中で ， 例 外 と して 数 え る こ との で き る 「始 め 方」 を し て い る の

が 説教 No　15 で あ る 。 「故 人 は ， み こ と ば を 生 涯 を か け て 証 し さ れ た 」 と い う

「第 1 セ ン テ ン ス 」 に よ っ て 始 め られ て い る 。 他 の 16の 始 め方 と くらべ て 固有

性 が 明確 で あ る 。 16の 中 ，
二 つ （No．　1 ， No．10） に は 前置 き が 付 くが ， こ の 二 つ

に も前者 と共 通 す る 厂始 め 方」 が指摘 で き る 。

（2） 次 に
， 故人 の 生涯 に っ い て 語 られ る 。 故 人 の 生 涯 （経歴 ） は どの よ う な も

の で あ っ た か が
， そ の 説教者 に よ っ て ， 取 り出 され る 。 故 人 の 生 涯 が 再構成 さ

れ た り， 人 生 史が 区 分 整 理 さ れ た り ， あ る出 来 事が 取 り出 され た り， あ る一 面
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が 強調 さ れ た り さ れ る 。 挙げて み る と， 信仰， 信仰生 活 ， 祈 り， 生 き方， 思

想 ， 性 格 ， 人 生 航 路 ， 職 業職 歴 ， 病 気 へ の 対 応 ， 死 へ の 態 度 ， 試 練 ， 内 面 的 変

化 ， 家族 関係 ， 社会 的貢 献 を数 え あげ る事が で きた 。
い ずれ に せ よ ， 説教者が

故人 を ど の よ うに 語 っ て い る か に そ の 説教者 自身 の 特徴 を読 み 取 る こ とが で き

る。 説教 者の 語 る 「故 人 像」 とそ の 語 り方 を分 析 す る こ と に よ り， 説教 者 の 人

間観 ， 信仰観 ， 死 生 観 を逆 算す る こ と が で き る 。 「故人 像」 に お い て ， 故人 が

信仰 を持 っ て い た こ と， キ リス ト教 に 対 して 肯定 的態度 を表明 した こ と， 宗教

心 を も っ て い た こ と， 「S 家 の 信仰」の 中に 居た 事， 臨終 の 態度が 故人 の 信仰

を表 現 して い る こ と ， とい う言語 表 現 を用 い る こ と に よ っ て 広義 の 意味 に お い

て 〈故人 は信仰 を持 っ て い た 〉 と語 る 。

（3） 前段 に お い て ， 故 人 が 「信仰 を持 っ て い た 」 こ とに 強 く結 び っ けて 語 られ

る の は ， 「平 安 の う ち に 召 さ れ た 」 「信 仰 を も っ て 召 され た 」 「信 仰 者 と して の

実践 が あ っ た 」「天 国 へ の 準備が あ っ た」等の 表 現 で あ る 。

　三 つ の 構成要素 は ， 大 体 に お い て 出現順 序 に お い て も こ の 通 りで あ る 。 （3）が

最 初 に 語 られ ， 最 後 に も う
一

度 （3）が 繰 り返 さ れ る 。 あ る い は （2）が まず語 られ

て か ら ， （1）（2）（3）の 順 序 に 入 る等 の バ リ エ ー シ ョ ン は 見 られ る が ， 基 本 的 構 成

要素 は ， 16の 葬儀説教 に ほ ぼ共通 して い る とみ な す こ とが で き る 。

V ． 説教 に現れ た説教者の 教義学

　『主 は わ が 牧者 一葬儀説教集
一

』 と い う説教集 を企画編集 し た ， 日本基督教

団 出版局企画 委 員 に よ る 厂刊 行 に 寄せ て 」 と い う 「前書 き」 に お い て 編 集者 の

意図 が しる され て い る 。 厂葬儀 『説教』か 『式辞』 か と い う こ と も論議 と な る

と こ ろ で す 。 （中略） な か なか む つ か し い こ とで す が ， 故人 の 歩み を通 して 証

し さ れ た 事柄 ， そ の 出来事 が もっ 意 味 を聖 書 に き き つ つ
， 説 教者 も遺族 も， ま

た 会 衆 も共 有 す る言 葉 が 葬儀 説教 で あ ろ う と思 い ま す 」
13）

。

　以 上 が
， 企 画 編 集 者 の 1葬 儀説 教 」 観 を あ ら わ す 唯

一
の 言 葉 で あ る が ， 「葬

儀説教 」の 概念規定 と し て は意味不明 で あ る 。
こ れ は ， 想像 の域 をで な い が

，
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予 め 企画編集者の 「葬儀説 教 」理 解が あ り ， そ れ に 基 づ い て 1葬儀説教 集」 が

刊行 さ れ た と は思 わ れ な い
。 こ の 推察が間違 っ て い な け れ ば， 9人 の 説 教執筆

者 た ち は ， 各人 各様の 1葬儀 説 教 （式辞 ） 」 理 解 に も とつ い て 執 筆 し て い る こ

と に な る 。
い ず れ に せ よ ， こ の 説 教集 に 収録 さ れ て い る 「葬儀 説教 （式辞 ）」

に は ， 多様 な 「葬 儀説 教 （式 辞 ）」理 解 が み られ る ． 刊 行 さ れ て い る書物 か ら

執筆 者の 執筆 あ る い は 説教 の 演 述時 点 の 「意 図」 を読 み と る 事 は不 可 能 で あ る

こ と は 方法論 的 に 自明 で あ る か ら ， わ れ わ れ は
， 言語作 品 （テ キ ス ト） と し て

提供 さ れ て い る 葬儀説教 の 観 測 と分 析 か ら
，

そ の 説 教者の 「葬儀説 教 1理解 を

割 り出づ こ とに よ り， わ れ わ れ の 関心 に 接近 し て い くこ と と した い
。

（1）　 「死 」 に 関 する教義学

　17の 説 教 に あ らわ れ た 1葬儀 説教観 」 を分 析調 査 し て い くに あ た り ， ま ず こ

れ らの 説教 に 言語 表現 の か た ち に お い て 現 れ で て い る 〈死 の 理 解〉 を観 察 し て

み た い
。 「死 の 出来 事 」 を と ら え る 代表 的な 言語表現 を抽出 して み よ う。

  　A 群

　「地上 の 終 わ り」 「逝 去 」 「帰 らぬ 人 と な り， 生涯 を お え た 」 「永遠の 眠 りに つ

い た 」 「生 涯 を お え た 」 「取 り去 ら れ た 」「苦 し み か ら解 き放 た れ る 道 で あ っ

た 」

  　 B 群
　 　 コ　　．　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の　　 リ　　コ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
　　

．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　「神 の 御 国 に 召 さ れ る」「神 の 御 国 に て 主 を仰 ぐ」 「天 国 へ 行 っ た 」 「召天 」

「天 に 召 さ れ る」 「天 へ 凱 旋 し た 」 「天 父 の も と に 召 さ れ る 」「み も と に 召 され

た 」「神あみもとに 行 き着か れ た 」 「ふるきとに 帰 る 」 「夫上あ嶺美5）薜乳に 迎

え い れ られ た 」「生 前の 信仰 に よ る ビ ザ を も っ て 御国 に 入 国 し
， 義 の 冠 を い た

だ き， 永遠 の 憩 い と 平安 の 中 に う つ さ れ た 」「主 の 御 国 に 旅立 つ 」 「永遠 の 生 命

に 生 き る新 し い 生 を歩 む 」 「主 と共 に 『緑 の 牧 場』 『主 の 宮 に 住 む』」

  　 C 群

　「（故人 は ） 今 ， 神 の も とで （信 仰 を）直接 申 しの べ る こ との で き る 状態 に あ
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る」「今 ， 天 上 で 働 い て お られ る」 「霊 は 神 の 懐 に 入 れ られ
， 主な る神 を見 つ

め ， 永 遠 の 憩 い と平安 の 中 に あ る」 「霊 は安 ら か に 御 国 に 憩 う」 「こ の 世 の 馳 せ

場 を完走 され た」「（故人 と は ） 信仰 に よ り， 今 後 も見 え ざ る絆 で 結 ばれ て い

る」 「復 活 の か ら だ を 与 え られ 神 の 宴 に 座 し て い る 」

（上 記 の 分 類 に つ い て の 解説）

  　 A 群 は ， 死 の 出 来事 を客 観 的 に と ら え て い る 表 現 で あ るが ， 「永 遠 の 眠

り」 「帰 ら ぬ 人 」 な ど は 気 に な る 表 現 で あ る 。 死 を 眠 り と と ら え る の は ， 新 約

聖書的表 現 と言 える が
， 「永遠 の 眠 り」 は ，

パ ウ ロ が ， まず眠 っ た人 々 が最初

に よ み が え り と語 る復 活 信 仰 （第 1 テ サ ロ ニ ケ 4 章 13節 以 下 ） と矛 盾 す る こ

と
， また 「帰 らぬ 人」 は 文学的表現 と もい え る が

， 彼岸 と此岸 を往来可能 な連

続性 に お い て 捉 え る仏 教 的精 神 風 土 が
一

般 化 して い る土 壌 に お い て は 気 に な る

とこ ろ で ある 。 聖書に は ， 「死」「死者 拝 死 ん だ人 々 」 と い う客観性 を確保 す

る 言語 ， 語 り方 が み られ ， そ こ に 「死 の 出来事 」 を と ら え る ス タ ン ス が 明 ら か

に され る が ，
こ の 説 教集 に お さ め られ た 説 教の 語 りの ス タ ン ス は ， そ れ と異 な

る。 〈客 観 的 ス タ ン ス 〉 の 確保 と語 りの 姿 勢 と い う問題 は ， 説 教者 が 言語作品

と し て の 説教 の 中で ど こ に 立 っ て い る か ， とい う課題 と結 びつ き ， 説教 を分析

す る上 で 重 要 ポ イ ン トと な る 。 A 群 の 最 後 に 引用 し た 表 現 は ， 死 の 出 来 事 を

「苦 しみ か らの 解放」 とい う意味付 け に お い て 語 る葬儀説教 （式辞） で あ る 。

こ の 葬儀説 教 （式 辞） は ，
A 群 の 他の 説教 の場 合 と ち が っ て 〈客 観 的 ス タ ン

ス 〉 を確保 す る こ とに よ り， 「こ の 死 」 の 出来事 の 解釈 を 提供 す る と い う姿 勢

で 貫 ぬ か れ て い る 。
こ の 説教 者 （S ） の 基本的 ス タ ン ス は ，

二 つ の 説教 に お い

て共 通 し て い る が ， 「死 の 出来事」 を聖 句 を引 い て 解釈 す る とい う語 りの 姿勢

で あ る 。 そ こ に 説教者 （S ） の 葬儀説 教 （式辞 ） 観 が 表現 さ れ て い る と観 察 さ

れ る 。

  B 群 は 「死 の 出来事 」 を状態 の 変化 と し て 捉 え た 言語表 現群 と
一

応 み な す

こ と が で き る 。 「天 ， 天 国 ， 神 の 御 国， 天 父 ， 神 の み も と」 な ど が 出現 頻度 と
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して 比 較 的 多 い と い え る 。 た と えば 「生 前 の 信仰 」 を 「御 国の 入 国 ビ ザ」 と し

て と ら え ， 故人 は 「義 の 冠 を い た だ き ， 永遠 の 憩 い と平安 に うつ さ れ た 」 とい

う言 葉 に は
， 説 教 者 （F1 ） の 来 世 観 ， 葬儀 説 教 観 が 表 現 さ れ て い る とみ な す

こ と が 許 さ れ よ う 。 「天 へ 凱 旋 した 」 は
， 葬 儀 説 教 観 を読 み 取 る こ とが で き る

ほ ど の 役割 を文 脈 上 は た し て い な い
。 17の 説 教 に お い て 出 現 頻 度 が 2 度 で あ

り ， し か も文脈 上 唐突 と思 え る 出現 は ， 何 を 意味 す る の で あ ろ うか 。 時 間 的 ，

空 間的広 が り を も っ た 説教 の 実態調 査 に よ っ て 明 らか に せ ね ば な らぬ 課題 で あ

る 。 出 現 頻 度 の 多 い
， 「天 ， 御 国 ， 神 の み も と」 は ， ほ と ん ど の 文 脈 に お い て

「死 の 出来事」 を 表 現 す る 機能 を 果 た す 役割で 使 わ れ て お り ， こ れ ら の 言 語 の

使 用 法 か ら そ の 説教者固有 の 葬儀説教観 を 読 み 取 る こ と は難 し い
。 そ の よ うな

役 割が 説 教 言 語 の 文 脈 に お い て 与 え ら れ て い な い の か も しれ な い
。 上 記 に 引 用

し た そ れ 以 外 の B 群 の もの は ， 聖 書 の 隠 喩 を そ の ま ま用 い た も の で
， 葬儀説教

に お け る 語 りの 技 法 の ひ と つ と い え よ う 。 残 念 なが ら， 分 析 して み る と そ の ひ

と つ の 説 教 の 文 脈 の な か で 使 用 さ れ た 隠 喩 が 文 体 を形 成 す る 機能 を 果 た し て お

らず ， そ こ か ら 「説 教 者 の 教 義 学 」 を読 み 取 る 事 は 難 し い
。

  C 群 に は
， 率直 な 「来世観」が 表 現 さ れ て い る 。 故人 は

， 今 ， 神 と 話 せ る

状態 に あ り， 地上 で は 不可能 で あ っ た 信仰告 白が 可能 と な っ て い る ， と い う表

現 に は 独特 な 死 後 の 状 態 理 解 が うか が え る 。 「神 の 懐 」 「神 の 宴」 は ， 聖 書 的 ，

ま た 文 学 的表 現 で あ ろ う 。 しか し故 人 の 「
甲
Mlfi 」 が 「神 の 懐 」 か ら 神 を 「見 つ

め 」 と な る と
，

そ こ に 説教者 の 「来世観」が 関係 し て い る とみ な す こ とが で き

る 訓 神 を み つ め る 」 と は な に を 意 味 す る の か
， 問 題 に な る と こ ろ で あ ろ う 。

「復 活 の か らだ を与 え られ 神 の 宴 に 座 し て い る 」 は ， 復活 と神 の 国 に 関わ る神

学的論争 と関 わ りを も つ こ と に な る 。
こ の 説教者 （F1 ） は ， 死 の 表 現 と して

「眠 る 」 と い う言 葉 を使 わ な い
。

こ の 説教者 （F1 ） の 二 っ の 説 教 に お い て は ，

「今や 」 とい う強 調 語 に よ っ て
， 復 活 の 出来事 が は っ き り と故 人 の 死 の 時点で

起 き る こ とが 告 げ られ る
1
％ こ の 世 を去 っ た 死 者 は ， 1眠 る 」 こ とな く直 ち に

「復活」 す る こ と を語 り， 「地 上 の 死 」 と 「死 人 の 甦 り」 の 問 に ， な ん ら か の
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厂中間状態」 が認 め ら れ て い な い
15）

。
こ こ で

， わ れ わ れ は ク ル マ ン の バ ル ト批

判を思 い 出す こ と に な る 。
バ ル トは ， キ リス トに よ る 救済 が 「人 間 の 終わ るべ

き 生 が 〈永遠 化〉 さ れ る 」 こ と を 強 調 す る の に 対 し
’6 ｝

ク ル マ ン は 死 者 も時 の

中に あ っ て ， 主 の 再臨 ， 身体 の 甦 りを待 っ て い る と主張す る 。 クル マ ン の 神学

的命題 は ， 『霊 魂 の 不 滅か
， 死 人 の 甦 りか 』 と い う書名 に 表 現 さ れ て い る が ，

こ の 説教 者 （F1 ） は ，
ク ル マ ン が 批判 的 に 指摘 し た と お りの 思 考 をた ど っ

て
， 身体 性無 き 「霊 」 の 復 活 （？） を は っ き り語 る 。 二 つ の 説教 に お い て ， 個

人 の 死 の 直 後 の 復 活 を強調 す る た め に ， 死人 の 甦 りが キ リス トの 来 臨 と結 び っ

か な くな る 。 そ し て
， 再 び 来 臨 さ れ る と の 約束が説教 か ら欠如 して しま い

，
そ

の た め ，
二 つ の 説 教 に お い て は 「復 活 の 出来 事 に お け る 身体 」 に つ い て 語 る こ

と が で き ず ， 説教 者 は ， 死 者 を 「霊 （S 兄 の 霊 ， その 霊 ， T 夫人 の 霊 ， 姉妹 の

霊 ）」 と して と ら え る
17）

。
二 つ の 説教 は ， 個 人 の 「霊 」 が 直 ち に 「復活」 し，

厂御 国 」 に 移 さ れ た （旅 立 つ
， 凱旋 す る ， 憩 う） と語 っ て い る が ，

こ こ で 語 ら

れ て い る 「御 国」 と は な ん で あ ろ うか ？　キ リス トの 来臨 や 身体 の 甦 り と結 び

つ い て い な い 神 の 国 を語 っ て い るか らで あ る 。
こ の 説 教者 （F1 ） の 二 つ の 説

教か ら は ，
か な り明確 な 「説教者 の 教義学」 を読 み 取 る こ とが で き る 。 す で に

指摘 した よ う に 復活 を個 人 の 死 の 直 後 に 起 き る 「霊 」 の 個 人 的救済 と し
， 復活

は 神 の 国 と の 関 係 の 次 元 ， 身体 性 の 次元 を持 た な い
。 個人 の 信仰 の 完成 を個 人

の 地 上 の 生活 の 中に 読 み 取 り ， 個 人 の 救 済 の 完成 を キ リス トの 来臨 ， 神 の 国 と

は無 関係 に 語 る の で あ る 。

　 同 じ よ う に ， 死 後 の 眠 り と い う 厂中 間状 態 」 な し の 復活 の 立 場 を と る の は
，

説 教 者 （H ） で あ る 。 しか し ，
こ の 説教 者 は

， 死 後 直 ち に 復 活 す る とい う立 場

は と ら な い 。 上 記 説教者 （F1 ） の よ うに 死 者 の 「霊 」 に お け る救済 を語 る こ

と もな い
。

そ れ で い て ， 故人 が 「今 や天 に お い て 神の 祝宴 に 迎 え られ て い る こ

と」 「復 活 の か ら だ を あた え ら れ て 神の 宴 に 座 し て い る 」 と語 る 。 問題 を解 く

鍵 は ，
こ の 説 教 （Nα13） に お け る 「復活の か ら だ」 に あ る 。 キ リス トの 来臨 に

お け る 身 体 の 甦 りと は別 の 「復 活 の か らだ 」 が 考 え ら れ て い る 。 そ れ が 現 れ る

の が
， 説 教 の 終結部 の 「最 後 に 私た ち は 次の 御言葉 を共 に 覚え て 00 兄 を天 に
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送 り出 した い と 思 い ま す 1 で あ る 。 故 人 は 「今 や 神 の 宴 に い る」 と と も に
， 今

地上 か ら 「天 に 送 り出 され る 」 の で あ る 。 故 人 が ， 「復活 の か ら だ 」 に お い て

天 に い る と と も に
， 送 り出 さ れ る 者 と し て 「地 上 に 居 る」 とい う 同時 性 を 解 く

鍵 は ， 1イ エ ス と 共 に 死 に
，

イ エ ス の 復 活 と共 に 新 生 し た 」 と い う故 人 の 言 葉

と （124頁）説教者 に よ る そ の 補強 （127頁 ） に あ る と 思 わ れ る 。
こ の 説教 に お

い て 説 教 者 は ， 故 人 の 生 前 に な した 「悔 い 改 め と新 生 の 決 意 」 （124頁） に 依存

す る こ と に よ り ，
い わ ゆ る 「実 現 さ れ た 終末論 」 に 近 い 立 場 を と る 。 「復活 の

か ら だ 」 は 天 で 死 後 与 え られ る と と も に 地 上 に お け る 「新 生 の か ら だ 」 との 連

続 性 が 考 え ら れ て い る 。

（2） 葬儀説教 に あ らわ れ た 「死 の 本質理 解」

　 17の 説 教 に は ， 神 学 的 「死 の 本 質 理 解 」 が ど の よ う に 表 現 さ れ て い る で あ ろ

うか 。 あ る い は 表現 さ れ て い な い で あ ろ うか 。
い ずれ の 説教 に も共通 に 指摘で

き る 傾 向 は ， 故 人 の 信 仰 を 語 る 場 合 に ， 人 間 存 在 を よ り精 神 的 存 在 と し て と ら

え る 傾向で あ る 。 人 間 の 本質 を 自意 識 （信仰的 白覚） とい う角度 か ら語 る の で

あ る 。 そ こ に は ，

一
種 の 精 神 主 義 化 さ れ た 自意 識 と し て の 信 仰 と， そ れ に と も

な う人 間 の 身体性 の 軽視 の 傾 きが 指摘 で き る 。
こ の 信 仰 の 精神 主 義化 と身 体 性

の 軽 視 は ， 死 の 本質 理 解 に 影響 を及 ぼ さ な い で あ ろ う か
IS’

。

　現 代 神学 に お い て は
， 死 の 本 質 理 解 に 関 し て 活 発 な 神学 的 議 論 が あ る 。 詳 細

な 部分 に 立 ち 入 る余 裕 は な い が ， 死 の 理 解 に 〈二 類 型 〉 が あ る こ と に ふ れ て お

き た い
IY）

。 そ れ は 「罪 の 結 果 と し て の 死 」 の み を死 の 本 質 と す る 立 場 と ， 他

の
一

つ は ， 死 を 「人 間 の 被造性 」 に も とつ く 「自然 的死 」 と して 創 造 の 秩序 の

な か で み る 立 場 で あ る
210

。

　 さ て ， この よ う な現代神学 に お け る 「死」 の 理解 を め ぐる議論 とわ れ わ れ が

取 り上 げ て い る 17の 現 代 日本 に お け る 葬 儀 説 教 と は ， どの よ う に 関 わ る で あ ろ

うか
。

こ こ で
， 現代神学 に お け る 死 の 教義学的理解を 〈物差 し〉 に して ，

17の

説 教 を 測 定 す る こ と は 余 り意 味 が あ る よ う に 思 わ れ な い 。 そ れ 以 前 の 作 業 が 重

要 と思 わ れ る か ら で ある 。 そ れ は ， 現代神学 が 前提 と し て い る終末論 と深 く関
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わ る 。
20世紀神学 が 「弁証法神学」 と して 登 場 した と き ， 何 よ り もそ の 革 新 的

終末論 に ア クセ ン トが あっ た 。 上 記 〈二 類型 〉 の 前者 厂罪 の 結果 と し て の 死 」

に 死 の 本 質 を 見 る 立 場 に お い て は 勿 論 の こ と
， 後 者 す な わ ち ， 「死 の 二 義 性 」

を主張 し
， 「被造性 に 基 づ く死 」を認 め る K ．バ ル ト，

E．ブ ル ン ナ
ー

， 最近 で

は バ ネ ン ベ ル ク に お い て も 「罪 の 結 果 と して の 死 」 は 受 け 入 れ ら れ て い る
。 も

し，
こ の 点が 曖 昧 に さ れ る な らば ， 「神 の 裁 き と無 関係 な 自然的死 」が 肯定 さ

れ る こ とに な り， 厂死 の 克 服 と して の 復 活 」 を語 る必 然 性 は な くな る 。 死 は 創

造世界 に お け る 「白然現象」 の
一

種 と し て と ら え られ る こ と に な り， 「罪 に 対

す る神 の 怒 り と裁 き」 と無 関係 に 死 か らの 救済が 語 られ る こ と に な る 。

　17の 説 教 の ほ と ん ど に
， 人 間 存 在 の 精神主 義化 と 身体性 の 希薄化 の 傾 向の あ

る こ と を既 に 指 摘 し た が
，

17の 説 教 の な か に 「死 の 本質理 解 」 に お け る く第 1

の 類型 〉 す な わ ち 「罪 の 結果 と し て の 死」 だ け を認 め る立 場 に 立 っ て 葬儀説教

を構成 し て い る 説教 を発 見 す る こ と は で きな い 。 〈第 2 の 類 型 〉 か
， も し くは

〈第 2 の 類 型 か ら第 1 の 類 型 を 差 し引 い た 立 場 〉 す な わ ち
， 「裁 き と し て の 性格

な き死 」 か らの 救済 を説 く説教 が ほ とん どで あ る 。 死 が 「出来事」 と し て ， 神

学的 視 点 か らみ る と 「歴 史的出 来事」 と して で あ る よ り は 「自然的出来事」 と

し て 語 られ る説教 が ほ とん どで あ る 。 わ ず か な が ら キ リス トの 死 ， 十字架 に 言

及 す る 部分 が あ る 。 た と え ば ， 説教 No．　2 に お い て は ， 「罪 」 は 問 題 に さ れ ず ，

十字架 は ， キ リス トの こ の 世 を去 る 方法 と し て 語 られ て い る に す ぎ な い （23

頁 ）。 そ の 他 で は ， 説 教 の 結 び に ，
い わ ゆ る 「教 理 的 定 式 句 」 と し て 言 及 さ れ

る箇所 がニ カ 所 あ る （説教 No．・3 ，
　 No．16）。 ほ とん ど が 「自然的死 」 を基調 とす

る説教 の な か で ， 〈第 2類 型 〉 に 近 い と思 わ れ る の は ， 説教者 F3 に よ る 説教

で あ る 。 説教 No．11で は 「死 の 厳 し さ ， 冷酷 さ
，

む ご さ
， 冷 た さ 」 を 「罪」 と

は無関係 に 語 り ， 「死 を 直視 し て 死 を こ え る 生 き方 」 が 説 か れ ， 聴衆 は そ れ を

学 ぶ と い う 構 成 に な っ て い る 。 No．　12で は ， 「は か な さ 」 を 手 が か り に
，

こ の

「人 間 の は か な さ を ， 罪 の 結果 で あ る と い い 神 の 怒 りで あ る と い う の で す 」 と

語 る
。

17の 説教 の な か で
，

正 面 か ら 「死 」 を 「罪 の 結果 ， 神の 怒 り」 と結 び付

けて 語 る部分 が こ こ に 発見 で き る 。 しか し残 念 なが ら， 説 教 全 体 の 構成 をみ る
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と ， 学 び の 動 機 づ け と い う説 教 構成 の
一

部 に 位 置 づ け ら れ て い る た め に
， 「自

然 的死 」 と区別 さ れ た 「罪 の 結果 と し て の 死 」 を明確 に 説教 す る構造 に は な っ

て い な い Q 最後 ま で 十字架 は ， 「罪 の 許 し 」 に 結 び つ け ら れ る こ と は な い
。 「救

い 」 は ，
モ ー セ の 祈 る 姿 と故 人 の 祈 る 姿 と が 重 ね 合 わ さ れ た 上 で ， 「神 わ れ ら

と と もに い ます 」 と い う 〈祈 りの 姿勢 〉 と結 び つ けて 語 られ て い る 。

VI．　 「葬儀説教理 解」 をめ ぐる考察

　前章 に お け る 言語表 現 に 現 れ た 「死 の 理 解」， ま た 神学的分析 とい う観点 か

ら の 「死 の 本 質 理 解」 は ， 説教 者 の 「葬儀 （埋 葬）観」 「葬儀説教観 」 と深 く

結 び つ い て い る 。
こ こ で は ， 実 際 の 葬儀説教 に 現 れ で て い る 「葬儀説教 」 理 解

を 観察 し ， そ の 実態 を 分 析的 に 把握 して み た い 。

（1） 説教者 F1 の 場合

　 説 教 No　9 に は
，

は っ き り と し た 「葬儀説教 観」 が 読 み 取 れ る 。 そ れ は 「往

生 正 念 の 思 想 」 と 「イ ミ タ チ オ （模 倣 ）」 の 図 式 の 結 合 と し て 捉 え る こ と が で

き る 。 説教 は 「死 の 出来事」 の 告 知 に よ る 導入 の あ と ， 説教者 に よ り く往 生 止

念 の 命 題 〉 が 提 示 さ れ る 。 「そ の 死 に 様 に よ っ て そ の 人 の 生 き様 （方 ） とい う

もの が 浮 き 彫 りに な っ て くる 」 と述 べ
， 「S 兄 は 御 自身 の 死期 に 際 して も， 何

ら身構 え る こ と も な け れ ば ， 動 じ る こ と もな く ， 普段通 りの 態度 そ の ま ま に 召

さ れ た 」 こ と に 注 目 し ， 「誠 に 穏 や か で あ り ， 美 し く も あ っ た わ け で し ょ う 。

死 の 時 を覚 え て 生 き る と は ， ま さ に S 兄 の よ う な 召 さ れ 方 を した 人 の こ と を指

し て い る」 と ， 説教 の 全体像 が 示 さ れ る 。 此 処 ま で が 第 1 部 で あ る 。 第 2 部 は

「S 兄 の 生 涯 を 通 して ， 神 が どの よ う な み 旨 を示 さ れ ， どの よ うな み わ ざ を行

わ れ た か と い う こ と に 注 目 し た い と思 い ます 」 と い う 冒頭 文 で 開始 さ れ る 。 神

学的 に 表現 す れ ば神 の 救済史 の 中 に 組み 込 まれ て い る故 人 の 人 生 史 を， 神 の み

わ ざ と し て ， 神 を 主 語 と し て 語 る ， と い う意 図 で あ る 。 し か し ， 説 教 の 第 2 部

の 展 開 に お い て
， 神が 主 語 と して 語 ら れ る こ と は な く，

ほ と ん ど す べ て 「S 兄

（故 人 ）」 を 主 語 と し て 語 ら れ る 。 そ れ は ， 故 人 の 人 生 史 の 区 分 の 仕 方 に よ く
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現 れ て い る 。 歴 史区分 の 成立根拠 は 歴史観 に 由来す るが ，
こ の 説教 に お い て は

「神 の み わ ざ （救 済 史 ）」 で な く単 身 の 上 京 ， 入 信 ， 関 東 大 震 災 と転 居 とい う具

合 に ， 故 人 の 決 心 や 震災 に よ る転居 に よ っ て 人 生史が 区分 さ れ る 。 第 2 部 の 冒

頭 文 に お い て は ， 人 生 史 と神 の 救済史 の 関 わ り の 中で ， 神 の 主語 性 （み 旨 とみ

業） を明 らか に す る とい う聴衆 へ の 約束 が語 られ て い た 。 しか し，
そ の 後 の 展

開 に お い て ， 神 を 主語 と して 語 られ る文 は 出現 し な い
。 した が っ て 神御 自身の

行動 が語 られ る こ と も な い
。 しか し， 聴衆 へ の 約 束 を説教者 は 覚 え て お り， 神

の 主 語 性 の 不 在 を 埋 め る
一 文 を挿 入 す る 。 「私 は 誠 に 不 思 議 な 主 な る み 旨が 働

い て い る と信 じ さ せ ら れ て お り ま す 」。
こ の

一
文 に よ っ て ， 説教者 を 主 語 と

し， 説 教 者 の 信 仰 を 語 る 。 「神 の 行動 」 が 「説教者 の 信仰」 に 翻 訳 され て し ま

うの で あ る 。

  　説 教 者 F2 の 場合

　説 教 者 F2 は ， 説教 No．11，
　 No．12を一

つ の 葬 儀 説 教 観 に 基 づ い て 組 み 立 て て

い る 。 説 教 者 F2 は ， 「葬儀説 教 」 の な か で ， 葬 儀 の な か に 「式 辞 」が あ る こ

と ， そ こ で 牧師は 「聖 書 か ら 「故人 の 死 が ， 私 た ち に 何 を意味 す る の か 』 をつ

げ る 役 目」 を 負 っ て い る ， と説 明 し て い る 。 そ し て ， 聖 書箇所 （ヨ ハ ネ 11章

32−44節） を示 し， 「（こ こ を 〉通 し て 学 び た い 」 と 〈学 習 の モ チ ー フ 〉 を予 告

し ， そ れ を 実行 す る 。 そ し て 最 後 に 学 習 の ポ イ ン トを 3 箇条 に ま と め て 「式

辞」 を終 わ る 。 故 人 の 死 の 意味 を聖 書 か ら学 ぶ
，

とい う説教 （式 辞） 観 は ， 説

教 No．12に お い て も 同 じ で あ る 。 「詩篇90篇 を通 し て
一 緒 に 学 び た い 」 と述 べ

，

1ま ず 5 節 ， 6 節 を 見 て み ま し ょ う」 と続 け る 。 テ キ ス トの 解釈 の 提示 が 続 き ，

「最後 に 12節 を学 ん で 終 わ りた い と お もい ます 」 と終結部 に 入 る 。 「終結 文 」

は ， 「（こ の よ うに ） 生 き て い き た い もの で す 」 とい う学習的動 機づ けで 終 わ っ

て い る 。
こ の 説 教 者 に お い て は ， 故 人 の 死 に 際 し聖 書 を 学 ぶ と い う説 教 （式

辞 ）観 は 徹底 して お り， 説教 の 途 中で 「証 人 モ ー セ 」 を 登場 させ る が
，

そ の 場

合 も， 「そ の （モ ー セ ） の 祈 り の 姿 勢 に つ い て 学 ん で い き た い と 思 い ま す 」 と

学 び の 動機 づ け を確 認 す る ほ どで あ る 。
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（3） 説教者 H の 場合

　 説 教 No．14は ， 故 人 の 登 山 中 の 遭難 と い う事故 を 背 景 に し た 葬儀 説 教 で あ

る 。 難 しい 課題 の 中 で 説教者 と し て 与 え られ て い た 避 け る 事 の で き な い 責任 を

果 た そ う と い う事情 が 推察 さ れ る 。
い わ ゆ る 「難 しい 状況」 に お け る 説教で あ

る 。 ま ず説 教 者 は
， 事 故 死 の 事 実 を告 げ た 上 で ， 旧約 の 証 人 ヨ ブ を 登 場 させ 神

義 論 を もち だ し
， 「キ リ ス ト教 は ひ ど い こ と を い う と こ ろ だ と 思 わ れ る か も し

れ ませ ん 」 と
，

キ リス ト教 の 弁証 を試 み る 。 そ して ヨ ブ記 1 章21節 の 引用 に よ

る 「悟 る べ き結論 」 を 示 す の が 第 1 部 で あ る 。 残 りの 部 分 （第 2 部） は ， 「悟

る べ き 結論 」 に い た る手 続 き と い う こ と に な る 。 故 人 の 「信 仰 （宗 教 心 ）」 を

明 ら か に す る手続 き は ， 出発 の 日 に 祖父 か ら渡 さ れ た 「小 さ い 聖書 を旅行 カ バ

ン に 入 れ た 」 こ と を背景 に ， 詩篇121篇 1 − 2 節 を引用 し 「昔 の イ ス ラ エ ル の 詩

人 は ， Illを 見 つ め な が ら ， そ の 背 後 に い ま し た も う神 を 賛 美 し た わ け で す 。 茂

樹君 も同 じ よ う に 山 を見 つ め な が ら
， 神 と は 言 わ な い まで も ， そ こ に 不 変不 動

の 安 堵 感 を与 え る もの を求 め て い た と お もうの で す」 と ， 故 人 の 宗 教 心 を 指 摘

す る こ と に よ っ て な さ れ て い る
。

し か し
， 説教者 は

， そ の 手続 き が 不 十分で あ

る と い う判 断 か ら ，
ふ た つ の 補 強 を加 え る 。 第

一
は ， 説 教 者 の 〈死 者 の た め の

と りな し〉 の 祈 りで あ る
。

8 行 に 及 ぶ 説 教 者 の 祈 りの な か で 「あ な た の 御手 が

茂樹君 を励 ま し ， 支 え ， 救 っ て 下 さ る こ と を願 い ます 」 と死 者 の 救 い の た め に

祈 っ て い る 。 言 う ま で も な く， 宗教 改革 期 以 来 の 神 学 的論 争 点 の ひ と つ で あ る

が
，

こ の 説 教 者 は ほ と ん ど 躊躇 な く， 死 者の 救 い の た め に と りな しの 祈 りを さ

さ げて い る
2P

。 説 教 者 に よ る 補 強 の 第 二 は ， や は り故 人 の 救 い の た め の と り

な しで あ る 。 139頁に 「斎藤家」が 繰 り返 し登場 す る 。 「斎藤家 の 信仰」 「斎藤家

一
人

一
人 の 信 仰 」 が 語 ら れ ， 説 教 者 は ， 「私 は 斎 藤 家

一
人

一
人 の 信 仰 に よ っ て

茂樹君 もそ の 恵 み の 中に 入 れ られ る こ と を信 じ ます」 と救 い の 約束 を語 り， 聖

句 （使徒行伝 16章31節 ） を 引用 す る 。 ｛故 人 の 宗 教 心 」 「牧 師 に よ る 死 者の た め

の と りな し」 「斎 藤家 の 信 仰 に よ る 救 い の 約 束 1 と い う動 機 づ け に よ る 葬儀 説

教 で あ っ て
，

〈Frdmmigkeitsgeschichte （敬 虔 の 歴 史）〉 を映 し 出 し て い る 鏡

と して 興 味 深 い
。
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（4） 説教者 S の 場合

　説 教 者 S に よ る 説教 No．5 ，
　 Nα 6 は ，

一
つ の 葬儀説教 （式辞）観 に 基 づ く説

教 （式辞） で あ る 。 説 教 No．5 を観察 し て み よ う 。 説 教 者 は ， まず 聖 書 箇 所 を読

み あ げ る 。 次 に 「死 の 出 来事 」 が 告 げ ら れ ， 説教 者 に よ る 「死 の 出来事 の 解

釈」 が 語 ら れ る 。 「神 か ら こ の ご家庭 に 与 え ら れ た
一

つ の 出 口 で あ っ た の だ

と ， 私 た ち は信 じな くて は な らな い と思 うの で あ りま す 」 と説教者 の 見解 が 示

さ れ る
。

そ の 後で ，
こ の 出来 事 は ， 故 人 に と っ て も ， 家庭 に と っ て も神 に よ っ

て 備 え ら れ た 出来事 で あ っ た と思 う，
とい う説教者 の 心情 が 披瀝 さ れ

，

一
緒 に

聖 書 の 言葉 に 聞 こ う とい う招 き が 続 き ， 聖 句 （詩 73篇 26節 ） が 引 用 さ れ る 。 引

用 聖 句 に よ っ て 説教者 に よ る 死 の 解 釈 が 裏付 け ら れ る の で あ る 。 「思 え ば ， ○

○様 は ， 旧約聖 書 の 詩篇73篇 26節 に し る さ れ た よ うな事情を その ま ま 身 に 経験

な さ っ た の で あ り ます 」 とい う
一

文 に よ っ て ， 故 人 の 人 生 史 と聖 句 が 結 び つ け

られ る 。 そ の 後 の 展開 に お い て ， 聖句 は二 つ の 機能 を果 た し て い る 。

一
つ は

，

す で に 述 べ た 説教者 の 解釈 の 裏付 け ， も う
一

つ は ， 「会衆 の 学 び の た め の テ キ

ス ト」で あ る 。 ど の 説教 に も登 場 す る 〈学習 の た め の 動機 づ けの 言葉 〉 が ，
こ

の 説 教 に も登 場す る 。 人 生 の 矛 盾 と不 条理 に ど の よ うに 耐 え る か
，

と い う学 び

の テ ー マ が 提 示 さ れ ， 「そ の 点 を 私 た ち は また ， 同 じ詩人 に 学び た く思 うの で

あ り ます 」 と な っ て い る 。 説教 Na　6 も ，
ほ ぼ 同 じ説教 （式 辞 ） 観 に よ っ て 構

成 さ れ て い る 。 説教 の 結 び の 「終結 文 」 は ， 説教 No．・5 に お い て は
， 「…

… を信

じ た い の で あ り ま す 。

… … よ う に ， お 祈 り し た い の で あ り ま す」 と い う ， 学 び

の 目標 あ る い は 学 び の 到達地 点 が 語 ら れ る の に 対 し， 説 教 No．・6 に お い て は ，

「… … 私 た ち は 感 謝 す べ き で は な い で し ょ うか 。

・・… ・主 を賛 美 す べ きで は な い

で し ょ うか 。

… … 〈詩28篇 7 節後 半 の 引 用 ）」 と な っ て い る 。 こ の 説 教 者 の 葬

儀 （式 辞 ） 観 の 中 に あ る 〈学習 モ チ ー フ 〉 は ， 単 な る知識習得で な く， 神 へ の

感謝 ， 讃美 で あ る こ とが
， 説教 No．　6 の 分 析 か ら明 ら か に な る 。

結 　　び

　 こ れ ま で 述 べ て き た 事柄 か ら， 論ずべ き課題 が 山積 み し て い る こ とが 明 ら か
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で あ り， 従 っ て
，

こ こ で は 今後論ずべ き課 題 を書 き留 め て
， 「結 び 」 に 代 え た

い o

　  「葬 儀 説 教 ・ 式 辞」 と 「聖 書 テ キ ス ト ・ 説教 テ キ ス ト」 と の 関わ りが 明

確 に さ れ ね ば な ら な い
。 多 くの 葬 儀 （式 辞 ） 説 教 に お い て 「聖 書 （説 教 ） テ キ

ス ト 」 との 乖離 が 指摘 で き る 。 そ れ は ， 言語表 現 の 水準 に お い て 明 らか で あ

る 。 「神 が … …
を な さ れ た 」 「キ リ ス トが … …

さ れ た 」 と い う く神 が 主 語 で あ

る〉 聖 書 テ キ ス トが
， 説教 （式辞） に お い て は 〈人間が 主語 で あ る〉 文体 に 変

え られ る 。 「神 の 御 わ ざ」 を語 る と い う予 告 ， 願 望 ， あ る い は 「定 式 句 （決 ま

り文 句 ）1 は 登 場 す る が ， 文 体 と して 出 現 す る の は ， 人 間 が 人 間 を慰 め る 言 語

形 態 で あ る 。 た と え ば ， 人 間 は 聖 書 を 学 び ， そ れ に よ っ て 白己 を 慰 め ね ば な ら

な い
。 そ の た め に 学 び の 必 要 が 説 か れ る

。 果 た し て 人 間 を慰 め る こ と の で き る

の は ， 「聖 書 の 言葉 」で あ る の か ， そ れ と も そ の 言葉 の 語 り手 で あ る葬 りの 場

に 「臨在 し た も うお 方 」御 自身 で あ る の か
。

こ の 微妙 な 差 は
， 説 教 論 と し て は

厳密 に さ れ ね ば な らぬ 急 所 で あ る 。 葬儀説教 （式 辞）言語 に お け る ， 〈神 か ら

人 間 へ 〉 と い う 主 語 の 転 換 は 何 を 意 味 す る の で あ ろ う か 。 「神 の 救 済 行 為 」 で

あ る福音 が
， 「牧会的配慮」「慰 め の 言葉」 と い う名の も と に 〈人 間 の 意図 （思

想 ）〉 に 翻 訳 さ れ て い く こ と に な ら な い で あ ろ う か
。 葬儀 （埋 葬） 式 と い う状

況 に お い て
， 説 教 者 に よ っ て 語 られ る べ き こ と は ， 「人 問 の 行 動 」 が 「神 の 救

済 行 動 」 の な か に 取 り込 まれ ， 神 の 救済史 の 中 に 故 人 ， 会衆 ， 説教 者 の す べ て

が 位 置 を 与 え られ て い る こ と で あ ろ う 。 説 教 と は
， 言 葉 に よ っ て 「そ れ 」 を見

え る よ う に す る 行 為 で あ る 。
こ の 神 学 的 命題 を説 くこ とが ， 葬 儀説教 （式辞 ）

に お け る 課 題 で あ る 。 葬 儀 （埋 葬 ） 式 の 場 に お い て ， 神 学 的 命 題 は 人 閻 学 的 命

題 へ 翻訳 さ れ て は な ら な い の で は な い か 。 「葬儀説教 （式 辞 ）」 と 「聖 書 （説

教 ） テ キ ス ト」 と の 関 わ り の 必 然 性 を 強 調 つ る と と も に
， 説教 が 「神 の 名」 に

よ っ て 語 ら れ る教会の 言葉 で あ る こ と を強調 し た い
。

　  い く つ か の 説 教 に お い て ， あ る 特 定 の 個 人 の 死 が ， 直 ち に 人 間 の 死 と い

う 出 来事 に
一

般化 さ れ ， そ こ か ら 「死 と は何 か ？」「人間 と は な に か ？」 と い

う 自己 省 察 へ 会 衆 を 誘 い 込 む こ とが 説教 の 主 た る 目 的 と な っ て い る 。 そ の 場
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合 ， 説教学的 に 見 て ， 説教者 は何処 に 立 っ て ， 誰 に 向か っ て ， 何 を な し て い る

こ と に な る の で あ ろ う か
。

こ の 場 合 も， 神 を 礼拝 し て い る事 と説教 （式 辞） と

の 関連 が
， 説 教 （式 辞 ） の 言 語 表 現 の 水 準 に お い て 明 ら か に さ れ る 必 要 が あ

る 。

　  繰 り返 し，
ほ と ん どの 説 教 に 登 場 す る 「… … に つ い て 学 び た い と思 い ま

す 」 は ， 「葬 儀説 教 観 」 の 一 表 現 と い え る 。 多 くの 説教 に お い て な さ れ る 知識

の 提供 と学習 は何 の た め か
。 葬儀 （埋 葬） 式 とい う場 が

， 会 衆 を神 の 前 に 立 た

せ
， 神 を拝 み ， 祈 る こ と を第

一
目的 と して い る な らば， 〈学習 の た め の 動機づ

け〉 と〈神礼拝 〉 の つ な が りが 不 明 で あ っ て は な ら な い
。 「誰 の た め に

， 何 の た

め に
， 礼 拝 して い る の か 」 と い う課 題 と 「会衆 の 学 習 ／ 説 教 者 に よ る 会衆教

育 ？」 と の 関 連 と い う課 題 は
， 礼 拝 論 に つ な が る 本 質 問 題 で あ る 。

　  本論 の 中で 明 らか に し た 「死 の 本質 理解」 と 「葬儀 （埋 葬）式 観」 の 関

係 は 重 要 で あ る 。
い わ ゆ る 「神学 的 自然 の 死 」 を 基 調 と す る 説 教 （式辞 ） が ほ

と ん ど す べ て で あ っ て ， 「罪 の 結果 と し て の 死」「神 の 裁 き と し て の 死」 か らの

救 済 を基 調 と す る も の が 発 見 で き な か っ た こ と は 何 を 意味 す る の で あ ろ うか 。

「神 の 裁 き と し て の 死 （罪）」 が 語 ら れ な い こ と と
， 説 教 に お い て 「罪 」 が 正 面

き っ て 語 ら れ な い た め に ， 牧会的配 慮 の 名 の も と に 「福音 」 の
一

種 の 思 想化 ，

ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム 化 ， 「日本教化」が 起 こ っ て い る 。 「葬儀説教 （式 辞）」 に お け

る 福音 の 「思 想化 ＝ グノ ー シ ス 化」 の 傾向 は確 か に 指 摘 で き る 。 死 の 不 安 を も

つ 人 々 に 福音 は 死 の 克服 と し て 語 られ ， そ の た め に 罪 は ， グ ノ
ー

シ ス 的， 反ペ

ラ ギ ウ ス 的 罪 理 解 に お い て 思 想 化 さ れ る事 に よ り退 け られ ， 復 活 も思 想化 さ れ

る 。 説教者 が ， 現代 人 の 「死 の 意識」 と対決 し よ う とす る た め に
一

種 の 「復活

の イ デ オ ロ ギ ー 化 （思 惟 構 造 化 ）」 が 起 こ っ て い る よ う に も思 わ れ る 。 説 教 に

先 立 つ イ エ ス ・ キ リス トの 十字架 と復 活 と い う神の 救済行為 そ の もの が ， 今 ，

此 処 で ， とい う救 済 史 の 文 脈 に お い て 説教 さ れ て よ い の で は あ る ま い か 。

　   「教会論 の 不在 1 を指摘せ ざ る を え な い
。 説教者 の 意識 の 次元 で な く，

葬 儀 説 教 （式辞 ） の 言 語 表 現 の 水 準 に お け る 「教 会 論 の 不 在」 で あ る 。 E ．

ト ゥ ル ナ イ ゼ ン の 「埋葬説教」な ど と比 べ て み る と
一

目瞭然 で ある
22＞

。
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　教会論 の 不在 は ， 死 者の 位置 が 示 さ れ ず， 従 っ て 死 者は 教会 との 関わ りで 行

方 不 明 に な りか ね な い の で あ る 。 「天 国」 「父 の 御 も と 」 と語 ら れ る と き ， 死 者

は 「栄 光 の 教 会 」 の 中 に 位 置 を与 え ら れ て い る 。 「雲 の よ う な 証 人 た ち 」 と

「神 の 国 」 は 無関係 で な い
。 さ ら に 教 会 論 が 葬儀 説 教 の な か に 神 学 的 に 位 置 を

持 つ と き
， 葬儀説教 に お け る 聖 礼典 へ の 言及 の 重 要性 が よ り認 識 され る こ と に

な る で あ ろ う。
こ の 点 も， 口本 プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム に お け る 〈敬虔 の 歴史

die　Fr6mmigkeitsgeschichte＞ の 実態把握 と い う課 題 と の 関連 に お い て 重 要

で あ る 。

注

（本 論 考の
一

部 分 は ， 1995年 1 月 の 東京 神学 大 学 主 催 「教 職 セ ミ ナ ー
」 に お い て 発

表 さ れ た が ， 再度 分 析 し直 し ， 全 面 的 に 書 き改 め た もの で あ る 。 ）

）1

2

3

）4

）5

）6

こ こ で
， 直 ち に 問 題 と な る の は ， な ぜ 「主 日礼拝説 教 」 で な く 「葬儀 説教 」

で あ る か と い う課 題 で あ る 。 勿論 ， そ れ は 二 者 択
一

的 課 題 で は な い 。 説 教 学

的 に 成 り立 つ 説 教 分 類 の 方 法 に した が っ て ， 分 類 の 全領 域 の 説 教 を考 察 の 対

象 とす る こ とが 方法論 と して は 琿 想 で あ る 。

拙 論 「説教 に お け る 『主 題 』 に つ い て 」 （『神学』54号 ， 1993年所収）参 照 。

＜Begrabnis ＞ in ： R ．　G ．　G ．　Bd ．　L　S．959 −S．967 ． 並 び に 〈Bestattung＞ in ：

Reallexikon　fUr　Antike　und 　Christentum，　 Bd ．　 II，
S，194 ・S．219．

「日本 基 督 教 団 連 合 長 老 会 」 の 編 纂 し た 式 文 に お い て は ， 「個人 に 関 す る 式 」

の 項 目に ， 婚約式 ， 結婚 式 と共 に 葬儀 ， 埋 葬式 を入 れ て い る 。

キ リ ス ト教 的 国葬 の 成立 根 拠 と そ の た め の 礼拝 学的 手 続 き と い う課 題 。 同 質

の 議 論 と し て キ リ ス ト教 的市 民 社 会 と し て 都 市 が 成 立 し た 場 合 ， 礼 拝 共 同 体

に な る こ とが で き る か と い う課 題 。 ま た さ ら に 同 質 の 議論 と し て は ， キ リ ス

ト教 学 校 ， キ リ ス ト教施 設 ， 文化 団 体 等 の 共 同体 的性 格 を 持 つ 制 度 ， 団体 ，

組 合 ， 結 社 が 「礼 拝」 の 担 い 手 た り得 る の か と い う課 題 が あ る 。 そ れ か ら更

に
， そ の 司 式 者 ， 教 会 と の 関 係 が 論 じ ら れ ね ば な ら な い 。

「ポ リ ュ カ ル ポ ス の 殉教 」 に よ れ ば ， 第 18章 で 殉 教 の 口 の 記 念礼拝 が な され る

よ う に な る 経 緯 が し る さ れ て い る 。 2 世 紀 中葉 の 小 ア ジ ア に お い て ， 殉 教 者
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　　 の 死 を記 念す る 礼 拝 と 聖餐礼典 と の 結 合 を認 め る こ とが で き る （「聖 な る ポ

　　 リ ュ カ ル ポ ス の 殉教 」， 土 岐健治訳 『殉 教者行 伝』 15頁 ， 教 文 館 ， 参 照 ）。

7）　 「Didascalia　Apostolorum （使徒戒規）』 は ， 3世 紀初 め の シ リア に お け る 教

　　 会 の 様 子 を 伝 え て い る 。 教 職 の 任 職 ， 礼 拝 ， 聖 餐 礼 典 の あ り方 ， 迫 害時 代 の

　　 信 徒 の 信 仰 生 活 と倫理 に 加 え ， 殉 教 者 の た め に 埋 葬 の 有 り様 が し る さ れ て い

　　 る 。 死 者 の た め に 聖 餐礼典 が 執行 さ れ る こ と へ の 言 及 が み られ る 。

8）　 礼拝 史 の 中 で ， 葬儀 （埋 葬） 式 と 結婚 式 と の 関連 に つ い て 論 じ る場 合 ， 触 れ

　　 ね ば な ら ぬ 課 題 の ひ とつ に ，
い わ ゆ る 「花嫁 神 秘 主 義 」 （〈heilige　Brautschaft ＞

　　 in ：Reallexikon 　fUr　Antike　und 　Christentum，
　 Bd ．　 II， S．528 −S．564参 照 ） に

　　 お け る 死 牛 観 と結婚観 の 結 合 とい う事 例が あ る 。 紀元 2 世 紀 の ロ
ー

マ 帝 国 の

　　 キ リス ト教迫 害 の 時 代 に お い て ， 殉 教 死 の 意 味 づ け の な か に ， キ リス ト者 の

　　 死 を花婿 キ リス ト との 永 遠 な る 結婚 の 成就 と考 え る 信 仰 思想 が 伝 播 し て い た

　　 様 子 が 教 父 の 著 作 か ら も うか が え る 。

9） 「カ ル ヴ ァ ン の 式文 」 に は ， 「ブ ッ ツ ァ
ー の 式 文 」 （1539年） をモ デ ル に 作 られ

　　 た Strassburg版 （Johannes　Calvin：LA 　FORME 　DES 　PRIERES 　ECCLESIA

　　 STIQUES ，1542 ）と Geneva 版 （Formula 　sacramentorum ，
　in　vsum 　ecclesiae

　　 Geneuensis　conscripta ， 1552） が あ る が
， 本文 で 指摘 し た 「結婚 式」 の 指示 は

　　 Geneva 版 に あ る 。 「説 教」 の 後 に
， そ れ が 位 置 す べ き 事 ， 「洗 礼 の 礼 典 」

　　 「結婚 式」が 執 行 さ れ る場 合 に は ， 「説 教 」の 後 ， 「と りな しの 祈 り」 の 前 の 位

　　 置 が 指 示 さ れ て い る （参照 資料 ：Quellen　zur 　Geschichte　des　evangelischen

　　 Gottesdienstes　 von 　 der　 Reformation　 zur 　 Gegenwart ，
　 Hersg ，

　 Wolfgang

　　 Herbst
，
　 VANDENHOECK ＆ RUPRECHT ／ William　 D．　 Maxwel1

，
　John

　　 Knox ’

s　Genevan 　Service　Book 　1556，1931 ／また J．　Calvin，
　The 　Tracts　and

　　 Treatises
，
　vol ．　II，

“

On 　the　Doctrine　and 　Worship 　of　the　Church
”

1849 ／そ

　　 の 他 Bard　Thompson 　： Liturgie　of 　Western 　Church は 簡 潔 な紹 介で あ る が 要

　　 領 よ く Strassburg版 と Geneva 版 を整 理 し て 紹 介 し て い る 。 ま た ， キ リ ス ト

　　 教 古 典 双 書 「カ ル ヴ ァ ン 編 」 （新教 出版 社 ） に も紹介 さ れ て い る が ， 省 略 部 分

　　 が 多 く 「結婚式 」 に 関 して も確 認 す る こ とが で き な い ）。

10）　 も っ と も ， 「葬 儀 （埋 葬） 式 」 と は 何 か ，
と い う概念 規定 は ， か な り相対 的 な

　　 もの で あ るか ら
， 主 日礼拝 に お け る報 告 （礼 拝 に お け る公 的報 告 は 礼拝 式 の

　　
一

部分 を構 成 す る と い う礼 拝 式 理 解 に お い て ） の な か で ， 死 者 の 名 が 報告 さ

　　 れ 祈 りが さ さ げ られ る こ と を も っ て 「葬 り の 祈 り」が 果 た さ れ た と考 え る な
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11）

12）

13）

14）

15）

16）

17）

18）

ら ば ， 主 日礼 拝 に 組 み 込 ま れ た と も 考 え ら れ な く は な い
。 し か し ，

こ の よ う

な 議論 の 枠 組み は ， 葬儀 （埋 葬） 式 と は 何 か ， と い う原 理 的 問題 に わ れ わ れ

の 課 題 を 立 ち 戻 ら せ る に す ぎな い こ と に な ろ う 。 そ れ よ り も ， も っ と重 要 な

こ と は ， 伝 道地 日本 と い う 文脈 に お い て は 葬 儀 （埋 葬） 式 の 私 的性格 を 自覚

した 上 で
， 家 族 に か わ っ て 教 会が キ リ ス ト教 葬儀 （埋 葬 ） 式 を 自己 の 責 任 に

お い て 執 り行 う こ と の 礼 拝 学 に お け る 意 味 づ けの 筋 道 を 自覚 して お く こ と で

あ ろ う 。
こ の 問 題 連 関 に お い て は ． 家 族 に キ リ ス ト者 が い な い 死 者 の 埋 葬 の

責 任 を誰 が 果 た す か ， 未 受洗 者 の 場 合 は ど う か 等 の 具体 的 課 題 が 考 え られ る

が ， そ れ ら も同 じ筋 道 に お い て 解 くこ との で き る課 題 で あ ろ う 。

「届 け る 」 と表現 し た の は
， 主 凵 礼拝 に お け る 聖 餐 礼 典 と の な ん ら か の 連 続 性

を確保 す べ き で な い か と考 えた か らで あ る 。 勿論 ， 葬儀 （埋 葬） 式 に そ な え

て 主 日 礼 拝 の パ ン と ぶ ど う酒 を 残 し ， 蓄 え て お く こ と を 義 務 づ け る ， とい う

こ とで は な い
。 礼典 執 行 に お け る 主 日 の 聖 餐礼典 と そ れ 以 外 の 聖 餐礼典 執行

の 関 連 を礼 拝 学 的 に 整 え る必 然 性 の 問題 で あ る 。

素材 の 普遍 妥 当性 に つ い て の 判 断 は ， 説 教 に 関 す る 教 会 社 会 学 的 課 題 で あ り

そ れ 自身難 し い 課 題 で あ る と い え よ うが ，
こ こ で は あ くま で 「葬 儀説教」 の

実 態 把 穉 が 目的 で あ っ て ， 個 々 の 説 教 者 は ， ほ ぼ 匿 名化 した と し て も ， 調査

結 果 に は 影 響 が で な い と い う方 法 論 的 前 提 で 素材 資料 と して 取 り扱 わ せ て い

た だ く こ と に す る 。 「葬 儀 説 教 」 で あ る が ， 出版 物 で あ る と い う こ と で ， 「研

究材料 」 とす る事 を お 許 し い た だ き た い 。

『主 は わ が 牧 者 一葬儀説教 集
一

』 日本 基督教 団 出版局 ，
1989年 ，

4 頁 。

前 掲 書 の 86頁 ， 91頁 ， 93 頁 ， 98頁 の い ず れ に も 「今 や ！」 が 強 調 さ れ て い

る
。

0 ．Cullinan，　Immortality 　of 　the　Soul　or 　Resurredtion　of　the　Dead ？ The

Witness　of 　the　New 　Testament ，1958，　p．49f．

K ．Barth，　Die　Kirchliche　Dogmatik ，1｛1／2
，
S．754−S．760．

W ，Pannenberg
，
　Systematische　Theologie ，　III，　S．623f．

こ の よ う な 傾 向 は ， 19世紀 西 欧伸 学 に 見 い だ す こ とが で き る 。 た と え ば ， R ，

Rothe ，　Theologische 　Ethik，1845／1869．ま た ，　 A ．　E．　Biedermann ，　Christliche

Dogmatik ，1868／1884／5 。こ の 書物 の 69頁以 トを み る と ， 著者 は 人 間 の 心 理 的

分 析 か ら 「宗 教 本質 論 」 に 入 っ て い く 。 人 間 の 本 質 を 「自然 的 な る も の 1 に

よ っ て 捉 え ， 「自然 的 な る もの 」 に 規 定 さ れ た 人 間 の 人 格 的 高 ま りの 中 に 宗 教
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　　 の 本質 を み て い る （同書 70頁）。 信仰 は ， 神 に 向 か う
一

種 の 「精神作用」 と し

　 　 て 択 え られ て い る 。 本 文 で 指 摘 す る 「葬儀説 教 」 に 現 れ る 思 想 に 非 常 に 近 い

　　 神 学 思 想 を見 い だ す の で あ る 。 日 本 プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム の 〈敬 虔 の 歴 史

　　 Frδmmigkeitsgeschichte ＞ の 実 態 把 握 の た め に は ，
19世 紀 西 欧 神 学 と の 丁

　 　 寧 な 比 較 研 究 が 必 要 で あ る と 言 え よ う。 上 記 書 物 の 他 ， 下 記 を 参 照 。 F．

　　 Kattenbush
，
　Die　deutsche　evangelische 　Theologie　seit 　Schleiermacher

，
1934．

　 　 Hugh 　 Ross　 Mackintosh ，　 Types 　 of 　 Modern 　 Theology ．　 Schleiermacher　 to

　　 Barth
，
1937． 佐 藤 敏夫 『近 代 の 神 学 』 新 教 出版 社 ，

1964年 。 ま た ，
こ こ で は

　 　 ふ れ る 事 が で き な い が 「
一

般 化大 衆化 し た 東 洋 思想」 と の 関連 は ， も う
一

つ

　 　 の 主題 で あ ろ う 。

19）　 こ の 問 題 に つ い て は ， 『神 学 』56号 所 収 の 大 木 英 夫 「現 代 神学 に お け る死 の 理

　　 解 」， 近 藤 勝 彦 「死 の 教 義学 的考 察 」が 現 代 神学 の 論争 点 を 整理 し 問 題 の 所 在

　 　 を明 らか に して い る 。

20） P．Althaus
，
　in ：R．　G ．　G

，
　VL　S．　914−S．　919項 目〈Tod ＞ の 〈IV　Dogmatisch ＞ の

　 　 部 分 参照 。

21）　 〈死者 の た め の と りな しの 祈 り〉 の 問題 は ， 単純で な い 神学的 また 礼拝学 的課

　　 題 で あ る 。
ロ ー マ ・カ ト リ ッ ク 教 会 の 葬儀観 の 中枢 部分 に 「死 者 の た め の 祈

　 　 り」 が位 置 して い る の に 対 して ， 福 音主 義教 会 は 基本 的 に そ れ を肯 定 して こ

　 　 な か っ た 。 J．　Calvin は 明 確 に 否 定 し た し ， 「第 2 ス イ ス 信 条」 は ， そ の 無 意 味

　　 さ を強調 し て い る （第 18章 Philip　Schaff
，
　The 　Creeds　of 　Chistendom，　Vol．

　 　 3
，
1919

， p．　303）。
ル タ

ー
派 教 会 に お い て は ， 公 的葬 儀 （埋 葬 ） 式 で は ， 否 定

　 　 しな が ら， 「私的個 人的祈 り」 に お け る 「と りな しの 祈 り」 を認 め た た め に ，

　 　 曖昧 さ が 残 り ， そ れ が ル タ ー
派 教会 内の 典礼 運 動 と結 び つ い て 復 興 し て くる

　　 問 題 が 指 摘 さ れ て い る （加 藤 常 昭 「ドイ ツ 福 音 主 義 教 会 に お け る 葬 儀」 円本

　 　 基 督教 団信 仰職 制委員 会編 『死 と葬儀』 日本基 督教 団 出版 局 ， 1974年所収 ）。

　 　 わ れ わ れ は ， 葬儀 の 意 味 づ け の 中 に 「死 者 の た め の と り な し」 を お く葬 儀観

　 　 を 否 定 し な が ら ， 死 者 を 神 の 支 配 に 信頼 し委 ね る 祈 り を さ さ げ る こ と が 許 さ

　 　 れ るで あ ろ う 。 しか し ， 生 者が 死 者 の 救 済 の た め に と りな しが 可 能 で あ る よ

　 　 う な 祈 り は 許 さ れ る で あ ろ うか 。 本 文 で 論 じ た 「公 的 」 「私的 」の 問題 が
，

こ

　 　 こ で も 関係 し て くる の で あ る 。

22）　 Eduard 　Thurneysen
，
　In　seinen 　Htinden

，
　Neukirchener

，
1980．
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　　　　　　　　　　　　　　 最近 の 「葬儀説教」 に つ い て の
一

考 察 　
一 97 −

（本 文 中 で 観 察 ， 分 析 の 素材 ， 対 象 に さ せ て い た だ い た 葬儀 説 教 （式辞 ） と説教 者

に 感謝 し つ つ
， そ の 氏名 と説 教題 は ， 省略記号 で 記 させ て い た だ い た 。 論 文 の 性格

ヒ， あ る特定 の 葬儀 （式辞）説教 が 対 象 で は な く，
ま して 説 教者の 固有名詞 は 必要

な い と考 えた か ら で あ る 。 た だ し文責上 の 意 味 で 以 下 の 事 を記 し て お く 。 説教者 の

略 号 は ， 氏 名 の イ ニ シ ア ル で あ る。 イ ニ シ ア ル が 同 じ場 合 は ， 巻 末 の 「執 筆 者 紹 介

（50音順）」 に 従 っ て 番号 を加 え させ て い た だ い た 。 説 教 ナ ン バ ー
は ， 目次 に 記 さ れ

て い る順序 に 番号 を振 っ た もの で あ る 。 従 っ て ， 説教 No．　1 は ， 「堅 く立 っ て 動か され

ず 」で あ り ， 説 教 No．17 は 「主 が 私 の う ち に 生 き て お られ る 今」 とな る 。 ）
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