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聖書 の 正 典 的解釈 と物語 る教会

芳 　賀 力

序　聖 書 原 理 の 崩壊

1　 正 典的 ア プ ロ ーチ の 試み

　 U ） 解 釈 学 的 出 来事 と し て の 正典 化 過 程

　 b ） コ ン テ ク ス トと し て の 礼拝共同体

　 c ） テ ク ス トの 最終形熊 と 全体性

　 d ） テ ク ス ト の 正 典 的 意 図 性

　 e ）テ ク ス トへ の リ ス ポ ン ス

II 正 典 的伝 承 力 と して の 物 語 る教 会

　 a ） IE典 的伝 承 力 と朗唱

　 b ）物語 と して の 正 典

　 c ） 正典 的 伝承 力 と し て の 物語 る 教会

III 生 け る 伝統 と 正典的 解釈

　 a ）生 け る伝統

　 b ） IE典 的 解釈 とイii仰 の 規 準

　 c ） テ ク ス ト の 終 末論 と希望 の 解釈 学

結 び 　聖 書の 権威 の 回復

序 　 聖 書 原 理 の 崩壊

　聖 書 とい う もの は 現 代世界 の 中で ど の よ うな 位置 づ け を さ れ て い る の だ ろ う

か 、 近 年ア メ リ カ で 開 か れ た あ る エ キ ュ メ ニ カ ル な 神 学 会 議 は ， そ の 現状 を端

的 に 示 す 象 徴 的 な 事 例 だ と 言 え る 。 会 議 の 主題 は 「聖 書 を 教 会 に 取 り戻 す 」 で

あ っ た 。 つ ま り こ の セ ン セ ー シ ョ ナ ル な 標題 は ， 裏 を返 せ ば聖書が 教会 か ら奪

わ れ て い る と い う事 態 を物 語 っ て い る の で あ る
1）

。 確 か に 聖 書 は 毎年 多 く印 刷

さ れ ， 多 くの 人 が そ れ を手 に する 。 聖 書 に つ い て 書 か れ た 本 も多 数 出版 さ れ

る 。 し か し そ れ は ， 信 仰 の 書 と し て で あ る よ りは ， む し ろ
一

般 教 養 な い し歴 史

的興 味 か ら求 め ら れ る こ とが 多い
。 しか も そ の 聖 書 の 読 み 方 は 各 自 の 恣 意 に 委

ね ら れ た ま ま で あ り ， そ れ を ガ イ ドす る 入 門書 も， 「歴 史的」 と称 して 学者個

人 の 思想 を自由 に 述 べ る場 を提供す る も の と な っ て い る場 合 が あ る 。 教 会 の ま

わ り に 起 こ っ て い る こ の 現 象 は 教 会 の 中 に も浸 透 し て く る 。 キ リス ト者 もま た
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そ の よ うな 聖書 の 読 み 方 に 揺 さ ぶ られ翻 弄 され る 。 そ の 結果聖 書 の 信仰 に 生 き

る決断 は知性の 犠牲を強い る特殊な私事 と見な さ れ ， 信仰 の 書を媒介 に し て 聖

書 の 民 が形 成 さ れ る は ず の 信 仰 の 継 承 と共 有 を縦 か ら も横 か ら も分 断 して し ま

うの で あ る 。

　 こ の 現 象 を神学 的 に 表 現 す れ ば
， 規 範 （norma ） と し て の 聖 書原 理 の 崩壊 ，

聖 書 の 非 正 典 化 （Decanonization） と し て 捉 え られ る 。 聖 書が も は や 正 典 と

し て は読 まれ な くな っ て い る の で あ る 。 も は や 正 典 で は な くな っ た 聖 書 を代わ

っ て 規 範 す る もの は ，

一
面的 な 歴史

一
批評的研究方法 で あ り

，
そ の こ と は聖 書

を解釈 す る場 が 教会 か ら学 会 （学 者達 の ギ ル ド 〔同 業組 合〕） に 移 っ た と い う

事 態 に 即 し て い る
2）

。 先 の エ キ ュ メ ニ カ ル な神 学会 議 は ，
こ う した 事態 を 真剣

に 受 り止 め
， も う

一
度 聖 書 を解 釈 す る 場 と して の 教 会 を 再 発 見 し よ う とす る 意

欲 的な 試 み で あ る と言 え る。 そ の 会 議 の 構 成 メ ン バ ー が 象 徴 す る よ う に
，

こ の

問題 は も は や プ ロ テ ス タ ン トだ けの 問題 で は な い し
， ま た 聖 書学者の み に 委ね

られ た 課 題 で も な い 。 非 正 典 化 と い う現 象 は ま さ に 今 日 の キ リ ス ト教 全 体 の 危

機 的現 象の
一

つ を形 作 る もの だ か らで あ る 。

　で は
一

体 ， 聖 書 の 原 ス ト
ー リ ー を 啓 示 と し て 受 け 止 め る 物 語 る 教 会 （ec −

clesia 　narrans ） を解 釈 の 場 と した聖 書 の 正 典 的解 釈 （a 　canonical 　interpreta−

tion） は い か な る意味で 可 能 と な るの で あ ろ う か 。

1　 正 典 的 ア プ ロ ー チ の 試 み

　
一 面 的 な歴 史 一

批評 （ahistorical 　 criticism ） の 適用 に 限界 を 見出 し ， 新 た

な聖書解釈 の 方 法 を打 ち 出 そ う とす る 試み と し て ，
B ・ チ ャ イ ル ズ の 正 典 的 ア

プ ロ ー チ （acanonical 　 approach ） や J ・A ・サ ン ダー ス の 正典 的批評学 （a

canonical 　criticism ） の 提 案 は 注 目に 価 す る もの で あ る 。 間 違 っ て な らな い の

は ， 両者 と も決 し て 前
一
批判的 な 時代 に 戻 る こ と を 主張 して い る の で は な い と

い う こ と で あ る 。 彼 ら は 共 に 様 式 史 ， 伝 承 史 ， 編 集史 等 の 方 法 を 熟 知 し ，
そ の

方面で の 研究に も成果を残して い る人 々 で あ る。 た だ彼 らは
， 聖書解釈がそう

した 歴 史 一
批評 だ け に 終 わ っ て し ま う場 合 ， そ れ で 正 し く聖 書 を解釈 した こ と
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に な る の か ど うか を 真剣 に 危 惧 し て い る の で あ る 。 我 々 は そ れ を ア ナ ク ロ ニ ズ

ム と して で は な く， ポ ス ト
ー ク リテ ィ カ ル な 時代 の 新 し い 試 み

3）と し て 評価 し

な け れ ば ， そ の 真意 を ま っ た く理 解 し な い こ と に な る で あ ろ う 。 さ し あ た り ま

ず チ ャ イ ル ズ の 主 張 を我 々 の 立 場 か ら 5 点 に 絞 っ て 要 約 す る こ と に し た い 。

　a ）解釈学的 出来 事 と して の 正 典 化 過 程

　チ ャ イ ル ズ は まず正 典 を こ う定義 す る 。

　　「私 は 正 典 （callOl ／） と い う 言 葉 を ， 古 代 イ ス ラ エ ル ー
　 特 に 捕 囚 後 の 時

　　代　　に 現 わ れ た あ る 歴 史的 プ ロ セ ス を 言うた め に 用 い て い る 。
こ の 歴史

　　的 プ ロ セ ス と は ， 存 続 す る 宗 教 的 共 同体 の 内部 に あ っ て ， あ る テ ク ス ト群

　　が 聖 な る書物 と し て 規範的 な 機能 を発揮 す る よ う に そ れ を収集 し選 択 し並

　　 べ 替 え る 作
．
業 を必 然 的 に 伴 っ た もの で あ る 」

4 ）
。

　つ ま り正 典化 の 歴史的 プ ロ セ ス と は ， 捕 囚 と い う崩壊 の 危機 に 瀕 した 宗教的

共 同 体 を 存 続 さ せ る た め に 規 範 的 な 力 を 発 揮 し た ， 共 同体 そ の もの の 持 つ 神 学

的機能 の 表 わ れ だ と い う こ と で あ る 。 正 典 は 決 して 様 々 な 文 学 作 品 の 緩 や か な

寄 せ 集 め で は な い
。 そ れ は イ ス ラ エ ル の ア イ デ ン テ ィ テ ィ

ー を 形成 し続 け る た

め に 神 学 的 に よ く
．
考え 抜 か れ た 解

・
釈 学 的作 業 の 全 体 を意 味 す る 。

　　「正 典 化 へ と至 る 伝承 過 程の 中心 に は 根本的 な解釈学 的出来事 が 存在 して

　　い た 。
そ の よ う に し て 聖 書 は 数 多 くの 熟 練 し た 編 集 作 業 に よ っ て

… … 後 の

　　世 代 に も 規 範 的 な 性 格 を 保 ち 続 け る よ う な 仕 方 で 編 成 さ れ た の で あ

　 　 る 」
の

。

　 こ の 正 典 化 の 過 程 は チ ャ イ ル ズ に よれ ば ，

一
般 の 昔話 や 民 話 の 結 集 過 程 と は

単純 に 同
一

視 で き な い 。 と い う の は そ こ に は 明 白 な 神学 的 関 心 が 働 い て お り，

テ ク ス トが 特 別 の 宗 教 的 目的 を 目指 し て 再形成 さ れ て い る か らで あ る 。
こ の 神

学的関 心 こ そ 正 典 的 意識 の 中核 を形 作 っ て い る も の に 他 な ら な い
。

　確 か に 教 会 は ，
マ ル キ オ ン の 狭 い 福 音 主 義 に 直面 し て 正 典 文 書 の 枠 を 広 げ な

け れ ば な ら ず ， 霊 的熱 狂 の モ ン タ ノ ス 主 義 に 直 面 し て 今 度 は そ れ を 厳 密 に 狭 め

な け れ ば な ら な か っ た の で あ る が ，
こ れ ら の 諸 文 書が 教会会議 に お い て 正 典 と
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し て 承 認 さ れ て ゆ く長 く緩慢 な取 捨 選 択 の 歴史 に は ， そ れ が 既 に 教 会 の 公 同礼

拝 の 中 で 用 い られ て い た とい う正 典的使用 法 が 判断 の 基 準 と し て 働 い て お り，

外面 的 ， 政治的理 由の 前 に ， 内面 的 ， 神学的理 由が 先行 し て い た の で あ る 。 歴

史的 教 会 は 結 局 後 か ら そ れ を認 め た に す ぎ な い
6）

。

　b）コ ン テ ク ス トと し て の 礼 拝 共 同 体

　 そ こ で 改 め て 注 目 さ れ る の が
，

正 典 が 権威構造 を と っ て 機能 す る場 と して の

礼拝 共 同体 の 存在 で あ る 。

　　「聖 書 を 正 典 （canon ） と し て 語 る こ と は ， 礼 拝 す る信 仰 の 共 同 体 と い う

　　 コ ン テ ク ス トに お い て そ れ が 神 の 言葉 と して 機能 して い る こ と を 強 調 す る

　　 こ と を 意 味 す る 。 正 典 は 証 言 全 体 の 持 つ 権威 が 保 持 さ れ る こ と を 求 め

　 　 る 1’）
。

　礼拝 共 同体 が 聖 書 を解 釈 す る た め に 不 可 欠 な コ ン テ ク ス トと し て 再 発 見 さ れ

る 。
こ の 点 の 指摘は重要で あ り， 物語 る教会 の 立場 か ら更 に捉 え直す 必 要 が あ

る 。

　 c）テ ク ス トの 最終形 態 と全 体性

　正 典 結 集 の プ ロ セ ス が 偶 然 的 ， 恣 意 的 な もの で は な く， 礼拝共同体 の 神 学 的

営為 の 表 わ れ で あ る以 上 ， 正 典 と し て 成文化 さ れ 結集され た テ ク ス トの 最終形

態 は そ の 全 体 性 に お い て 初 め て 聖 書 と して の 規 範 的 効 力 を発 揮 す る と言 わ な け

れ ば な ら な い
。 それ 故 チ ャ イ ル ズ に よれ ば聖 書 の 解釈 は ， 個 々 の 文 書 ， 断片 ，

伝 承 形 態 を 全 体 の 脈 絡 か ら切 り離 し て 個 別 に 研 究 し て も不 十 分 で あ り ， テ ク ス

トは 全 体 の コ ン テ ク ス トの 中で 読 ま れ な け れ ば な ら な い こ と に な る 。 す べ て は

与 え られ た テ ク ス トの 最 終 形 態 全 体 か ら出 発 す る 。 正 典的解釈 と は ま さ に こ の

全 体 性 の 脈 絡 の 中 に 浮 か び 上 が る 間 テ ク ス ト性 （intertextuality） を不 可 欠 の

解 釈 原 理 と して 重 視 す る
8）

。 同
一

の 主 題 に つ い て 語 る 他 の 箇 所 と の 連 関 を 考 慮

に 入 れ る の で あ る 。 歴史
一
批評 は テ ク ス トを細分化 して 分析 し

， しば しばテ ク

ス ト外 の 解釈原理 （イ デ オ ロ ギ ー ） を持 ち 込 ん で テ ク ス トの 持 つ 本来 の 神 学 的
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資 質 を 見 落 と し て し ま う 。 し か し 聖 書 の 特 質 は ま さ に イ ス ラ エ ル と 教 会 を崩 壊

か ら守 り， 神 の 民 と して の ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ー を提供 し続 けた正 典 的 主 張 に あ

る の で あ っ て ，

一
面 的 な 歴 史

一
批 評 に よ る テ ク ス トの ア トム 化 ， 裁断化 は ，

こ

の 肝 心 の 聖 書の 主 張 を 見落 と す 結 果 と な る 。

　 聖 書 の 個 々 の テ ク ス トを最終的 テ ク ス ト全体 の 枠 の 中 で 捉 え返 す と い う解釈

法 は 今 日 ， テ ク ス トの 共 時的解釈 に 道 を 開 く こ と に も通 じ る が
9 ）

， 神学史 的 に

言 え ば ア ウ グス テ ィ ヌ ス の 考 え を更 に 明確化 し て 「聖 書解釈の 誤 りな き規範 は

聖 書 そ れ 自身 で あ る」 （ウ エ ス ト ミ ン ス タ ー 信 仰 告 白第 1 章 第 9 条 ）川 と した 宗

教 改 革 者 の 聖 書解釈 法 に も通 じ て お り ， そ の 再 考 を 促 す こ と に も な る で あ ろ

う 。

　d）テ ク ス トの 正 典 的意 図性

　で は そ の 肝 心 の 聖 書の 主 張 は ど こ で 知 ら れ る の か と い う と ， そ れ は 各文書 ，

断 片 の 著者 や 記 録 者 ， 元 来 の 伝承 の 担 い 手 の 思 想 か らで は な い 。 チ ャ イ ル ズ に

よ れ ば 聖 書 の 主 張 は ， 各文 書 ， 断 片 が 置 か れ た 最 終 形 態 と して の テ ク ス ト全 体

の 文 脈 の 中 に あ る の で あ っ て ， そ れ 以 外 の ， ま た そ れ 以 前 の と こ ろ に は な い
。

最 終 形 態 と し て の テ ク ス ト世 界 は そ れ 自身 の 中 に テ ク ス トの 正 典 的 意 図 性 （a

canonical 　intentionality＞ を持 っ て お り， そ れ が 各文 書 や 断片 を理 解す る に あ

た っ て ， 解釈 学 的 ガ イ ダ ン ス を与 え て い る の で あ る
川

。
こ の 点 に 目 を つ ぶ っ て

歴 史的 に 再構成 さ れ た 推 測 上の 記 者 や 著者 の 思 想 を遡 っ て 追 求 し て も， そ れ で

は 神 学 的 構 築物 と して の 聖 書 の 本質 を 理 解 す る肝 心 の 鍵 を 失 っ て い る こ とに な

る 。

　　「オ リジ ナ ル な 歴 史的背 景 を 再 生 し よ う と す る 通 常 の 批 判 的 な 方 法 は し ば

　　 し ば ， ま さ に 正 典的 な 形態 （acanonical 　 shape ） を 構成 し て い る 重 要 な

　　 要 素 を 落 して し ま う可 能 性 を含 ん で い る 112）。

e）テ ク ス トへ の リス ポ ン ス

こ の よ う な チ ャ イ ル ズ の 主 張 が 古 い 前批評 時代 の 聖 書解釈論 に ア ナ ク ロ 的 に

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

62

戻 ら な い の は ， 彼 が 現 在 の 読 者 の 側 で 起 こ る テ ク ス トへ の リ ス ポ ン ス と い う側

面 を強 調 す る か らで あ る 。

　　「私 は
… … あ た か もあ らゆ る テ ク ス トに 当て は ま る 唯

一
の 正 しい 解釈 が存

　 　 在 す る か の よ う に ， 正 典 的 形 態 化 は
一

つ の 完 成 し た 解 釈 学 を提 供 す る と ま

　　 で 言 い た い わ け で は な い
。 正 典的形 態化 は 解釈 の た め の よ り広 い コ ン テ ク

　　 ス トを提供 し ， 意 味 の レ ベ ル を形 作 り， 理 解 す る た め の 重 要 な 構 造 的 ， 素

　 　 材 的 な 鍵 を 与 え て き た 。 に もか か わ ら ず 釈 義 に は ， そ の 人 の 置 か れ た 現 在

　　の コ ン テ ク ス ト と い う観 点 か ら素 材 を解 釈 し な け れ ば な ら な い 解釈者 の 作

　　業も また含まれ る 。 テ ク ス トそ れ 自身が 与 え る強制力 （coercion ） に 反応

　　す る 『読 者 の 資格能力 （reader 　 competence ）』 と い う重 要 な 次 元 が 存 在

　　 す る」
13 ）

。

　読 者 の 役割 を 読解 の 不 可 欠 な 要 素 と して 重 視 す る こ の 見 識 は ， 新 し い 解釈 学

的 知 見 で あ る
14 ）

。 ひ とた び 作 品 と し て 定 立 した テ ク ス トは 著 者 の 手 を 離れ ， 読

者 の 主 体 的 な 読 解行 為 に 委 ね られ る 。 し か し そ こ で 解 釈 は ま っ た くの 恣 意 の 相

対 主 義 に 陥 る の か と い う と
， そ うで は な く， テ ク ス トの 意 図 か ら発 せ られ る 強

制力 に 読 み 手 （聴 き手） が い か に 反 応 す る か とい う対 話的 出来 事 の 形 を取 る 。

い ず れ に し て もそ こ に は し か し ， 読 み 手 （聴 き手）の 置 か れ た 現 在的状 況 と し

て の コ ン テ ク ス ト と
， 成 文 化 さ れ た テ ク ス ト世界 と の 間 に 生 き た 交 流 が 生 じ る

の で あ っ て ， テ ク ス トの 最終 形 態 か ら 出発 す る と言 っ て も， テ ク ス トは 固 定化

さ れ 閉 じ ら れ て 死 ん で い る文字 で は な く， 未来 へ と 向 か っ て 弁証法的 で ダ イ ナ

ミ ッ ク な 解 釈 学 的運 動 を 開 始 さ せ る 生 き た 文 字 な の で あ る 。 チ ャ イ ル ズ は ミ ド

ラ シ ュ の 例 を 出 し て 言 う 。

　　「ミ ド ラ シ ュ 的 な 〔解 釈〕方法 の 中心 は ， 解釈 が 聖 書 テ ク ス トか ら新 た な

　　状況 との 関連 を求 め て 動 い て 行 く点 に あ る 。 しか しそ の 後 で 今度 は 逆 の 方

　　 向 へ の 動 きが 同 じ様 に 重 要 に な る 。 す な わ ち 解釈 は状 況 か らや っ て 来 て テ

　　 ク ス ト へ と戻 っ て 行 く。 ま ず 第
一

に は テ ク ス トが 新 し い 状 況 を 解 釈 す る 。

　　 そ れ に 続 い て 第 二 に
， 今 度 は 新 しい 状 況 が テ ク ス トを 照 ら し 出 す の で あ

　　 る 」
15）

。
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　以 上 は 主 に チ ャ イ ル ズ の 試 み に 即 し て 我 々 の 立 場 か ら要約 し た 正 典的 ア プ ロ

ー チ の 特 質 で あ る 。 そ れ で は こ う した 議 論 を踏 ま え て
，

ど こ ま で 聖 書 の 正 典的

解釈 （a 　canonical 　interpretation） を 定立 し ， 聖 書 を 教会 に 取 り戻 す こ と が 可

能 と な るで あ ろ う か 。

II　 正 典 的 伝 承 力 と して の 物 語 る 教 会

　 a ）正 典 的 伝承 力 と朗 唱

　 我 々 が こ こ で 注 目 し た い こ と は ， あ る 歴 史 的 出 来 事 の 証 言 や そ れ に ま つ わ る

物語 の 断片 を 口 頭 で 語 り継 ぎ ， 書 き留 め ， 取捨選択 し ， 成文書正 典 に ま で 結集

さ せ た ， 共 通 の 記 憶 を担 う共 同 体 の 持 つ
， 根 源 的 な 正 典 的 伝 承 力 で あ る 。 そ れ

は 最終 テ ク ス トと して 結集 さ れ た 成文書 正 典 に 対 し て
，

そ の 根底 に あ る 内 的 な

形 成 力 で あ り ， イ ス ラ エ ル と教 会 を生 み 出 した 原 動 力 で あ る 。 こ の 正典 的伝 承

力 の 故 に 諸 断 片 は あ る
一

定 の 正 典 的 オ リ エ ン テ ー一シ ョ ン （方 向 づ け ） を 施 さ

れ ， 砂 鉄 が 磁 場 に 引 き つ け ら れ る よ うに 諸伝 承 が 集 め られ ， 秩序 づ け られ る 。

　例 え ば チ ャ イル ズ と 同 じ よ う な 方 向 で 正 典 的 批 評 学 を提 唱 す る サ ン ダ ー
ス

は ， 卜
一 ラ ー

の 成立 に 際 し て 果 し た 礼拝 に お け る 祭儀的朗 唱 の 役割 を 重 視 す

る 。 そ れ は 初 期 の もの ほ ど短 い 歴 史的 な 回顧 文 で あ り ， どれ も 出 エ ジ プ ト ， 荒

野 放浪 ， ⊥ 地 取得 の 三 つ を通 し て 行 わ れ た 神の 業 が 想起 さ れ て い る 。 例 を 挙 げ

れ ばサ ム エ ル 記 上 12 ：8
， 申命記 26 ：59

，
ヨ シ ュ ア 記24 ：2−13 な どで あ る 。

　 　 「こ の よ う に し て ト ー ラ ー 物 語 は ，

一
つ の 節 で も朗 唱 さ れ る し ， あ る い は

　　 も う少 し長 い 祭儀的場 合で も， 五 十 ほ どの 節 で 朗 唱 さ れ 得 る こ と を 私 た ち

　　 は 知 っ て い る の で あ る 。 六 書 そ の もの は ， 始 め か ら終 わ り ま で
，

一
気 に 完

　　全 な形 で 朗 唱 さ れ る こ と は決 して な か っ た で あ ろ う。 と は 言 う もの の ， 長

　　 く書 か れ て い る六 書 は ，
い わ ば ， サ ム エ ル 記 上 12章 8 節 な の で あ る と結 論

　　せ ざ る を得 な い 」
16 ｝

。

　つ ま り後 に 正 典 と し て 成立 す る ト
ー

ラ ー は
，

イ ス ラ エ ル の 歴 史 を顧 み る こ う

し た 礼拝 に お け る 朗唱 の 中で 示 さ れ る オ リ エ ン テ ー シ ョ ン に よ っ て 方向づ け ら
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れ る こ と で
，

一
つ の ま と ま りあ る 形 を取 っ て 行 くの で あ る 。 こ れ に ダ ビ デ の エ

ル サ レ ム 征服や モ ー セ 伝 承 が 加 え られ て 今 日の トー ラ ー が 出来上 が っ て ゆ く。

モ ー セ 六 書 の 伝承 史 や そ の 編集過 程 に つ い て の 詳細 な議論 は 旧約 プ ロ パ ー の 問

題 な の で 立 ち 入 る こ と は 遠 慮 す る が ， 要 は こ う し て 成 文 書 正 典 と し て 成 立 し て

ゆ く過 程 に 礼拝 共 同 体 の 祭儀 的朗 唱 が 重大 な 役割 を 果 し た と い う こ とで あ り，

そ れ こ そ正 典 的 オ リエ ン テ ー シ ョ ン と呼ぶ べ き もの な の で あ る 。

　b）物語 と し て の 正 典

　興 味深 い こ と は こ こ で サ ン ダ ー
ス が トー ラ ー を律 法 の 集成 と は 見 な い で

， 物

語 と見 て い る点 で あ る 。 ト
ー ラ ー

は本 質 的 に 物語 で あ る 。

　　 「モ ー セ 五 書 の 基本的構造 は
， 法集 で は な くて

，
む し ろ物 語 な の で あ る 。

　　 トー ラ ー は 本質 的 に は古代 イ ス ラ エ ル の 諸起 源 に 関 す る物語 と な っ て い

　　 る 。 そ れ は 長 い 物語 の
一

部 で あ る 。 そ し て そ の 長 い 物語 とは ， 古代近 東 の

　　一 つ の 国民 と し て の ， イ ス ラ エ ル の 社会 的 そ して 政治的存在 の 興隆 と 衰亡

　　か ら
，

ユ ダ ヤ 教 と して 知 られ て い る 捕 囚以 後 の イ ス ラ エ ル 再構成 の ご く初

　　 期 に まで わ た っ て い る」
1η

。

　 こ の 物語 は イ ス ラ エ ル の ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ー の 危機 の た び ご と に 大 き な規範

的形 成力 を発 揮 した 。 預 言者 の 書 の 正 典 的 集成 も イ ス ラ エ ル の 徹 底 的 な壊 滅 を

契機 と し て 行 わ れ た の で あ り ， 旧約 の み な らず 新 約 に お い て も正 典的伝承力が

最 も強 く発揮 さ れ る の は
， 共 同体 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ

ー が 危機 に 瀕 す る時 で あ

る 。

　　「聖 書 は
，

二 つ の 神殿 が 廃墟 と化 した こ と か ら ， 私 た ち の も の と な っ た 。

　　 それ ら は ， 紀元 前 586年 に 破壊 さ れ た ソ ロ モ ン の 神殿で あ り， ま た紀元 70

　　年 に 破 壊 さ れ た ヘ ロ デ の 神殿 で あ る 。

・… ・後 の 預 言者 の 主 要部 は ， 第二 神

　　殿時代か らの ， か な りの 資料を含ん で い る 。 と こ ろが 一 方 ，
そ の 形 態 は ま

　　 た ， 徹 底 的 な 破 滅 の 真 っ 只 中 に お い て ， イ ス ラ エ ル の 本 来 の 在 り方 （ア イ

　　 デ ン テ ィ テ ィ
ー ） を 求 め る紀元前 6世紀 の 経験 に も とつ い て 作 り出さ れ た

　　 こ と は ， 今や 疑 い の 余 地 が な い
。 そ の 上 ， 紀元 1世 紀 に

， 徹底的 に 崩 壊 さ
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　　 れ る と い う同様 な 経験 が ふ た た び起 こ っ た 時 に ， 初代教 会 は ， 福 音 書 の 資

　　料 を 集 め ， 且 つ 書 き始 め ， ま た パ ウ ロ の 書簡 を 集 め 始 め た 」
18 ）

。

　 つ ま り苦 難 の 中で の ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ー ・ ク ラ イ シ ス （自己 同

一
性 喪 失 の 危

機） に 際 し て 共 同体 に 存 在 理 由 を示 す い わ ば す ぐれ て 神 義論的 な 機 能 を発 揮 す

る 物 語 が 正 典 な の で あ る 。 そ の こ と は 正典 成 立 の 事情 の み な ら ず ， そ れ を読 み

続 け語 り続 け る 後 の 世 代 に お い て も繰 り返 し起 こ る こ とで あ り， そ の よ うな 規

範 的 な 機能 を担 い う る と い う こ と が 正 典 と し て の 物語 の 権威構造 を形 作 る と 言

え る 。

　 c）正 典 的 伝 承 力 と し て の 物 語 る 教 会

　我 々 は サ ン ダー
ス の 知 見 を更 に 徹底 さ せ て

， 正 典 そ の もの を物 語 と見 る 。 そ

れ は 狭 い 文 学 ジ ャ ン ル と し て の 物 語 で は な く ， 危 機 に 際 し て イ ス ラ エ ル と教 会

と い う共 同体 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ー を創造 す る 聖 な る 物語 で あ る 。 律法 や 預

言 ， 嘆 き や 讃 歌 ， 詩 や 格 言 ， 書 簡 集 と い っ た き わ め て 非 物 語 的 な 断 片 も ， 神 が

イ ス ラ エ ル と教会 に 対 し て 行 っ た 大 い な る 業 を証言 す る ， 歴史 に お け る 神 の 大

い な る 物 語 の 枠 の 中 に あ っ て
， 初 め て そ の 正 典 的 な 意 味 を獲 得 す る ，， 確 か に そ

れ は 単な る物語 で は な い
。 聖 な る物語 で あ り， そ こ に は神 の 御業 と人 格 を 証言

す る正 典的 な 方 向 と線 が あ る 。 旧 約 に お い て は啓示 と して の ヤ ハ ウ ェ の 入 格 と

業 が ， 新 約 に お い て は 啓 示 と し て の キ リス トの 人 格 と業 が 証 言 さ れ る こ と に お

い て ， そ れ は 聖 な る物語 とな る 。 そ し て こ れ が 全体 と して の 枠 を構成 す る こ と

で 聖 書 は 初 め て 聖 な る 書物 と し て の 正 典 に な る の で あ る 。

　 も し教会 を生 み 出 し た もの が 聖 な る物語 で あ る と した ら ， 次 の よ うに 考 え る

こ と は 自然 で あ る 。
か つ て 聖 な る 書 物 へ と共 通 の 記憶 を 結集 さ せ

， 今 も規 範 的

な 生 の オ リエ ン テ ー シ ョ ン を行使 し続 け る正 典的伝 承 力 が ， す なわ ち 「物語 る

教 会 （ecclesia 　narrans ）」 で あ る と 。 物 語 る 教 会 は 見 え ざ る 教 会 で あ る 。 見 え

ざ る 教会 と して 見 え る教会 を具象的 に 形成 し続 け る の が 正典的伝承力 と して の

物 語 る 教 会 な の で あ る 。

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一 66 一

III 生 け る伝 統 と正 典 的解 釈

　a ）生 け る 伝統

　聖 書 の 正典的解釈 が 成立 す る の は ，
こ の 物語 る 教会 と して の 正 典 的伝 承 力 の

方向性 に 解釈者が 参与 し
，

そ れ を共有 す る こ と に よ っ て で あ る
。 聴 く教 会 は 語

る教会 と
一

つ に な ら な け れ ば な らな い
。 こ の 正 典 的伝 承 力 は 歴 史 的 教会 に お い

て は
， 自己 を形 成 す る 生 き た 伝 統 と し て 自覚 さ れ る 。 ギ リ シ ア 正 教 会 の 伝 統 理

解 は こ の 点 で 示 唆 的 で あ る 。

　　「伝 統 と は初代 教 会 に お い て は まず 第
一

に 解釈学 的 な 原 理 と方 法 で あ っ た 。

　　聖書 は た だ生 け る使徒的伝統 （the　living　Apostolic　Tradition） の 光の も

　　 と で ， そ の コ ン テ ク ス トに お い て だ け初 め て 正 し くか つ 完 全 に 評 価 さ れ 理

　　解 さ れ る こ とが で き た 。
こ の 使 徒 的伝統 こ そ キ リス ト者 の 実存 を統合す る

　 　 要 素 だ っ た の で あ る 」
19 ）

。

　確 か に プ ロ テ ス タ ン ト教会 は 聖 書 の み （sola 　 scriptura ） を強調 す る
。

プ ロ

テ ス タ ン ト正 統 主 義 が 厳密 に 規定 した よ うに ，   聖 書 は そ れ と並 ん で
， また そ

の 上 に い か な る権威 を も持 た ず ， そ れ 自身 の 内 に 権 威 （auctoritas ） を 持 ち ，

  他 の もの で 補足 さ れ る必要 は な く， そ れ だ け で 完 全 （perfectio ） に して 十

分 （sufficientia ） で あ り，   特 別 の 専 門 家 で な くて も読 め ば 分 か る 明晰 さ

（perspicuitas ）を備 え ，   罪 人 を悔 い 改 め さ せ て 救 い に 導 く効力 （efficacia ）

を 持 っ て い る 。
こ の 点 を 曖 昧 に して し ま う と 聖 書 に は 書 か れ て い な い 事 柄 が い

つ の ま に か 教 会 の 秘 伝 と し て重 ん じ られ る と い うよ う な お か し な こ と に な り，

そ の よ う な 厂人 間の 言 い 伝 え の た め に 神 の 言葉 を無 に す る」 （マ ル コ 7 ：9，
マ

タ イ15 ：6）愚か さ に 陥 ら な い た め に も聖 書 原 理 は 不 可 避 な の で あ る 。 しか し

だ か ら と言 っ て 改革者た ち は無伝統主義を押 し進 め た わ けで は な く， 熱狂主義

者 との 戦 い の 中で
，

か え っ て 聖 書 を 生 み 出 し ， 担 い 続 け て きた 教 会 の 正 典 的 な

伝 承 力 の 中 に ， 教会 を教会 た ら しめ る ま こ との 神的な 伝統 が 息づ い て い る こ と

を見出 した の で あ る 。 問題 は規範す る規範 と して の 聖 書 と規範 さ れ る規範 と し

て の 伝統 との 問 の 相即 的 な 関係 を よ く理 解す る こ とで あ り， 更 に 言 え ば ， そ の

両者の 根底 に あ っ て こ れ ら を生 み 出す 源 とな っ て い る
， 見 え ざ る 物語 る教会 と
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し て の 正 典的伝承 力 に 注 目す る こ とで あ る 。 成文 書 正 典 へ と結集 さ れ た こ の 正

典的伝承 力 の エ ッ セ ン ス が 見え る教会 の 信仰告 白で あ り， その 結晶化が 基本信

条 で あ り， 後 に そ れ を 更 に 反 省 し詳 細 に 展 開 し た も の が 教 会 の 教 理 で あ り神 学

な の で あ る 。

　　「神 の 言 に よ っ て 聖 書 と 教 会 と は ， 同 時 同 根 的 （ursprUnglich ，　 gleich −

　　zeitig ） に 発 生 し た と も い う こ と が で き る 。

… … 教 会 の 生 命的 活 動 ， す な

　　わ ち ， 福音 を伝 え ，
こ れ を教 え ， ま た こ れ に 従 っ て 決 断す る そ の 行 為 は ，

　　常 に イ エ ス ・キ リ ス トの 啓 示 を証 言 す る と こ ろ の 預 言 者 お よ び 使 徒 の 伝承

　　に 規範 を求 め る 。 預 言 者 お よ び使徒 の 証言が 正 典化 の 基礎 で あ る 。

… … 言

　 　 う べ くん ば ， 神 の 言 た る 聖 書 は 教 会 に 向 か っ て ， 教 会 の た め に ， 教 会 に お

　　い て 与 え られ た 。 そ こ で こ の 聖 書 が語 り告 げ る と こ ろ の も の は 教会 に お い

　　 て
， 教 会 と共 に

， 学 ば れ な け れ ば な ら な い の で あ る 。 教 会 が 聖 書 に 従 順 で

　　 あ る 時 ， 聖 書 は教 会 に 拠 っ て 自己 を正 典化 した 」 （熊 野 義孝 ）
2°）

、，

　 こ の よ うな 微妙 な 表現 を カ ト リッ ク 的 な 聖 伝理 解 か ら正 し く区別 して 有効 に

生 か す た め に も ， ま さ に 成 文化 さ れ た 聖 書 正 典 と 見 え る教 会 と を生 み 出 した 根

源 的 な 正 典的伝 承 力 を ， 見 え ざ る 「物語 る 教会」 と し て 定 位 す る 必 要が あ る 。

基 本 信 条 へ と結 晶 化 さ れ る こ の 正 典 的 伝承 力 を た え ず 見 据 え る こ と に よ っ て 初

め て ，

一
方 で カ ト リ ッ ク に お け る 見 え る 教 会的 伝 統 の サ ク ラ メ ン タ ル な事 効 化

（（，pera 　 ex 　 operato ） を ， 他 方 で ま た プ ロ テ ス タ ン ト正 統 主 義 の 逐 語 霊 感説 に

お け る 成 文 化 さ れ た 聖 書 の サ ク ラ メ ン タ ル な 事効化 と を 防 ぐ こ と が で き る の で

あ る 。

　 b）正 典 的解釈 と信仰 の 規 準

　 従 っ て 今 日聖 書 を 「聖 書 と し て 」読 む と い う こ と は
，

こ の 見 え ざ る 「物 語 る

教会」 と し て の 正 典的伝承 力 に 沿 っ て 読 む とい う こ とで あ る 。 我 々 が こ の 方向

と線 に 身 を 委 ね
， 神 の 物 語 そ の も の に 関与 し 参 与 す る こ と の 中 で ， 初 め て 聖 書

は 我々 に そ の 本来 の 世 界 を 開示 す る 。 正 典 的 解釈 と は こ の 最終 テ ク ス ト全体 の

根 底 に 流 れ る 正 典 的 伝 承 力 か らの 訴 え を聴 き取 り ， ヤ コ ブ の よ う に こ れ と格闘
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し ， テ ク ス トの 開示 す る新 しい 世界 に 自己 を開 く こ と か ら始 ま る 。

　 読 解 行 為 の 主 体 は た え ず テ ク ス ト世 界 か ら の 圧 力 と 対 話 せ ざ る を え な い
。 し

か もそ の 場合 こ の 主 体 は
， テ ク ス トを正 典 た ら しめ て い る正 典的伝承力 の 磁場

の 中 に 入 る こ と を 避 け る こ と は で き な い
。 そ れ は礼 拝 共 同体 と い う仕 方 で 現 出

す る生 け る伝 統 の 告 白的 な方 向性 の 中に 身 を置 く と い う こ と で あ る 。 そ れ な し

に 聖 書 を ， ヤ ハ ウ ェ 証 言な い し キ リス ト証 言 の 聖 な る 物 語 と し て 読 む こ と は で

き な い
。

　解釈 学 的 に 見 れ ば ， 物語 を読 み 解 く行 為 に お い て 読者 の 果 す 積極的役割 を も

は や 否 定 す る こ とは で き な い が ， そ れ で は 解釈 が 読 み 手 個 人 の 主 観 に 委 ね られ

て し ま うの で は な い か とい う危惧 が ど うし て も生 じ て くる 。 文学批評 の 理 論家

ス タ ン リ
ー ・フ ィ ッ シ ュ も読者 の 役割 を 強 調 す る

一
人 で あ る が

， 彼 は こ の 点

で
， 文 芸 作 品 の 正 しい 読 解 は 常 に あ る特定 の 社会 的

一
言語論的 な 見 え ざ る解釈

共 同 体 （an 　intcrprctivc　 community ） の 伝 統 の 中 に 入 り込 む こ と で 成立 す る

とい う こ と を明 らか に した
21）

。 どん な個 人 も必ず解釈共同体 の 連鎖 の 中 に い

る 。 問 題 は そ れ 故 テ ク ス トを 成 り立 た し め て い る解 釈 共 同 体 の 流 れ に ど う乗 る

か とい う こ と に な る 。 解釈 と は チ ャ イ ル ズ も引用 し て い る よ うに
， ヴ ィ ッ トゲ

ン シ ュ タ イ ン の 言 う 「言 語 ゲ ー ム 」 と し て 成 り立 つ もの で あ る 。 チ ェ ス を し て

遊 ぶ た め に は チ ェ ス の ル ー ル を知 らな けれ ばな らな い
。 そ して そ の ル ー ル は サ

ッ カ ー の ル ー ル と は 違 うの で あ る 。

　　 「私 は 正 典 と い う言葉 の 使 用 を ，

一
つ の 「言語 ゲ ー ム 』 と し て 描 くこ と を

　　 企 て て い る の で あ る 。 す なわ ち そ れ は ， 旧約文 書が 聖 書 と し て 信仰 と実践

　　 の 共 同 体 に よ っ て 用 い られ る使 用 法 な の で あ る 。 神学 的 に 表 現 す れ ば ， ど

　　 の よ うに 人 は 旧約 聖 書を， 正 典 と呼 ば れ る信仰 の 規準 （arule −of −faith）

　　 か ら し て 読 む の か と い う こ と を 私 は 明 ら か に し よ う と し て い る の で あ

　　 る 」
22 ）

。

　 こ こ で チ ャ イ ル ズ は 「言 語 ゲ ー ム 」 と い う考 え 方 を ， 明 らか に 「信仰 の 規準

（regula 　fidei）」 と い う神 学 的 な 概 念 に 重 ね て い る 。 カ ノ ン と は 規 準 （ル
ー ル ）

で あ る 。
っ ま り聖 書 を正 典 と し て 読 む た め に は ， 正 典的伝承 力 に よ っ て 形 成 さ
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れ て い る 礼拝 共 同 体 の 生 け る伝 統 と信 仰 告 白の 中 に 入 り込 ま な け れ ばな らな い

の で あ り
，

そ の 信仰の 「規 準 」 と い う 「ル ー ル 」 を学 ぶ こ との 中で 初 め て 聖 書

テ ク ス トの 開 示 す る ゲ ー
ム を行 う こ と が で き る の で あ る 。

　神 学 的 に 言 え ば 聖 書解 釈 論 は カ ル ヴ ァ ン の 言 う 「聖 霊 の 内的証 明 （testi−

monium 　internum ）」 に 尽 き る 。 聖 書 そ の もの の 成 り立 ち が 「神 の 霊 感 を 受 け

て 書 か れ 」 （第ニ テ モ テ 3 ：18
， 第 二 ペ テ ロ 1 ：21） と い う こ と を起点 と し て い

る 以 上 ， そ の 聖 書 の 解釈 に は 当然同 じ霊 の 導 き を 必 要 とす る 。 霊 的 な もの は 霊

的 な も の に よ っ て 知 られ る か らで あ る （第
一一

コ リ ン ト2 ：13）。 そ の こ と を今顧

み た 仕 方 で 言 い 直 せ ば ， 霊 感 と い う も， 聖 書 を書 い た一
部 の 特別 な著者 た ち 個

人 に 帰せ られ る と い う よ り は
， 伝承 を担 っ た 共 同体全 体 に 与 え られ た と考 え る

べ き で あ る
23 ）

。 ま さ に 聖 書 はペ ン テ コ ス テ の 出来事 を経験 した 共同体 か ら出現

した の で あ る
。 聖 霊 は 共 同体 に 降 る 。 そ れ は 共 同 の 霊 （Gemeingeist） で あ る

（第
一

コ リ ン ト12 ： 11）。 従 っ て 聖 書 の 解 釈 は こ の 霊 の 共 有 に お い て しか 起 こ ら

な い
。 我 々 の 言 い た い こ と は ま さ に その こ と な の で あ る 。

　 c ）テ ク ス トの 終 末論 と希 望 の 解釈学

　 テ ク ス ト世 界 か らの 圧 力 と は 先の テ ヤ イ ル ズ の 言葉 で 言 え ば テ ク ス トの 意 図

性 と い う こ と で あ る が ， リ ク ー
ル の 言葉 を 使 っ て 「テ ク ス トの 目 的論 （the

teleology　of 　the　text）」 と言 い 換 え る こ と もで き る 。 歴 史
一
批 評 の 目指 す と こ

ろ は ， テ ク ス トを 裁 断 し て ど こ ま で も そ の 初 源 的 形 態 を た ず ね 求 め る ，
い わ ば

「テ ク ス トの 考 古 学 （the　archaeology 　of 　the　text ）」 で あ る
24 ）

。 しか し必 要 な

の は 考古学 で は な く， テ ク ス トが 開示 す る 未来 で あ り ， 目的論 で あ る 。 言 う な

れ ば テ ク ス トの 終 末論 （the　eschatology 　of 　the　text ） こ そ神学的な 解釈学 に

と っ て 必 要 不 可 欠 な 次 元 で あ る 。 神 の 大 い な る 業 の な さ れ た 過 去 か ら現 在 を位

置づ け ， 意味 づ け る だ けで な く， 約 束 の 成就 を も っ て 到来 す る将来 の 次元 か ら

現 在 を 理 解 す る 希 望 の 解 釈 学 こ そ が 正 典 的 解釈 学 の 特 色 と な る 。

　テ ク ス トの 最 終 形 態 を 重 ん じ る と 言 っ て も ， そ れ は過 去 に 閉 じ られ 固定化 さ

れ た 体 系 と して ， 遺 物 に 立 ち 会 う よ う な もの で は な く， あ くまで も現在 を越 え
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て 更 に未来 へ と語 り続け る テ ク ス トの 語 りに 耳傾 け る こ とが 重要 な の で あ る。

聖 書 の 中 に 終末論 が あ る と い う こ と は 正 典 の 付 録 で は な く， ま さ に 正 典 の 本質

な の で あ る 。

　従 っ て 聖 書テ ク ス トは た だ 過 去 の 歴 史 の 報 告 ， 現 在 に と っ て の 範例 や 指 針 を

提供 す る だ け で は な い
。 確 か に そ こ に は 我 々 の 生 の ス ト

ー
リ

ー
を 凌 駕 す る 神 と

そ の 民 の 原 ス トー リー が あ る 。 しか し そ れ は 過 去 の 範例 で は な く， 我 々 が 聖 書

の 原 ス トー リー に 参 与 す る こ と で そ れ を我 々 の 後 ス トー リー と して 読 み か つ 生

き る よ う に と招 く も の で あ る
25 ）

。 聖 書 を 正 典 と し て 読 む と い う こ と は こ う し

て
， 啓 示 さ れ た 神 の 大 い な る物語 を生 き る こ と な の で あ る 。

結 び 　聖 書 の 権 威 の 回 復

　　「聖 書 が 権威 の 所 在 と な る の は ， キ リス ト に 由 る 赦罪 の 権威 を伝承 す る か

　　らで あ る」 （熊野義孝）
26 ）

。

　聖 書 の 非正 典化 と い う現 象 は 聖 書 か ら規 範 性 が 失 わ れ た と い う こ と を意 味 す

る 。 規範性 は権威 の 構造 か ら来 る 。 権威 が な けれ ば規範 もな い
。 で は 聖 書の 権

威 と は 何 で あ ろ う か 。

　確か に
一

つ の 書物 が 生 き る た め の 知恵 を提供 し
， 人 生 の 危 急 に 際 して答 え を

与 え る指南書 で あ る 場 合 に は
，

そ の 書 物 は 権 威 的 な性格 を帯 び る 。 聖 書 も そ の

よ うな 特徴 を持 た な い わ けで は な く， 実 存 的な 要 請 に 答 え る こ とで 人 生 論的 な

権威 を保持 し て い る と 言え る 。 しか し聖 書 の 本 当の 権 威 は 救 済論 に あ る 。 聖 書

は 人 生 論 を提 供 す る 他 の 書物 とは 異 な り， 人 間実 存 の 根本的問題 で あ る罪 か ら

の 救 い に つ い て 語 り， そ の 救 い を もた らす 神 の 歴史 に つ い て 物語 る 。 聖 書の 権

威 は ま さ に こ の 赦罪 の 出来事 に 由 来 し て お り， こ の 赦 罪 の 権 威 の 唯一 の 担 い 手

た る キ リ ス トを証 し す る こ と に お い て 聖 書 は 権威 を 帯 び る の で あ る。 聖 書 の 権

威 は そ れ 故 こ の キ リス ト証 言 に あ る 。 聖 書 の 物語が 聖 な る 物語 と して の 権威 を

帯 び る の もす べ て こ の キ リス トの 救済 の 出来事 の 文 脈 に お い て の こ と で あ る 。

旧約聖 書 が キ リス ト教 会 に お い て 正典 と して の 権威 を保 持 す る の も， ま さ に カ

ル ヴ ァ ン が 言 う よ う に 新約 と同 じ実 体 で あ る キ リス トを予 表的， 準 備的， 待望
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的 に 証 し し て い る か らで あ る 。 そ し て新約 聖 書 は こ の キ リ ス トが
， 十字架 に つ

け ら れ 甦 っ た ナ ザ レ の イ エ ス で あ っ た こ と を証 しす る 。

　 そ の 場 合 こ の 救 い の 出来事 の 報 告 は 単 に 歴 史 的報告文 と して 伝承 さ れ た の で

は な い 。 そ れ は 私 た ち の 罪 人 「の た め に 」生 きか つ 死 に ， そ し て 甦 え られ た 方

に っ い て の 物語で あ り， 新約聖 書 の 正 典 的伝承 力 の 核 に な っ た も の は ， ま さ に

こ の 罪 あ る 他 者 「の た め に 実存 す る （pro −existente ）」 人 と な っ た 神 の キ リ ス

ト論的物語 で あ る
27｝

．

　 そ れ 故 に 我 々 は こ う 結論 し な け れ ば な ら な い 。 聖 書 の 正 典 的権 威 は キ リス ト

に お け る赦罪 の 権威 の 伝承 に あ る 。 そ れ 故聖 書 の 正 典的解釈 の 方法 は 、 基本信

条 に 結 晶 化 した キ リス ト論 的三 位
一

体 論 に 基 づ い て
， 赦 罪 の 権威者 を 証 しす る

テ ク ス トの 意 図的 方 向性 を 鮮 明 に す る と い う営為 に 尽 き る 。
こ の 赦 罪の 権威者

は ， 聖 霊 の 力 の 下 で そ れ を証 し し讃 美 す る物語 る 教会 の 礼拝 の た だ 中 に 現 臨 す

る 。 物語 る 教 会 の 説 教 とサ ク ラ メ ン トは ，
こ の 権威 者 が 礼拝 共 同体 へ と 自 ら を

霊 的 に 代 理 一現前 させ る （re −present）共同体 の 命 の 言 葉 で あ り霊 の 糧 で あ っ

て ， 聖 書 テ ク ス トは 常 に そ の 土 台 と し て 権 威 を帯 び る の で あ る 。

　聖 書 を教会 に 取 り戻 す た め に は ， 教 会が こ の 自 ら に 委 ね られ た 赦罪 の 権威 の

証 言性 を 自覚 し， まず そ の 宣 教 の 語 りの 代 理
一
現 前性 を 回復 す る 以 外 に な い

。

そ れ は 再 び教 会 が あの 最初 の 時の よ う に 神 の 大 い な る物語 を ， 過 去の 考古学 と

して で は な く， 到来す る 神の 国 の 希 望 に お い て 語 り出 す こ とか ら始 ま る 。

注

1）　 カ ト リ ッ ク　 プ ロ テ ス タ ン 1・神 学 研 究 セ ン ター とア メ リ カ ・ル ー テ ノレ出版 協会

　の 協 賛 に よ り ミ ネ ソ タ 州 ノ ー ス フ ィ
ー ル ドで 1994年 6H68Li に 開 か れ た 神学 会

　議で ， 発題講演 者は Carl　E ．　Braaten／Brevard　S．　Childs／Karl　P．　Donfricd／Roy

　A ．Harrisville／Alister　 E ．　 McGrath ／Robert　 W ．　 Jenson／Tholnas 　 Ilopko ／

　 Ehzal 〕eth 　 Achtemeier ／Aidan　Kavanaugh で あ る 。 後 に そ の 講 演 記 録 が Re −

　claiming 　the　Bible　f（）r　the 　Church
，
　ed ．　C ．E．　Braaten ＆ R ．、V ．　Jenson，　Michigan ，

　1995と して 出版 され た 。 翻 訳 の r定 が あ る 。

2）　 ibid．，　p ．19．
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3）　 C．J．　Scalise，　 Hermeneutics　 as 　 Theological　 Prolegomena ：A 　 Canonical

　Approach
，
　Georgia，1994

，
　 p．17f．な お P．　R ．　Noble

，
　The 　Canonical　Approach ．

　ACritical　Reconstruction　of 　the　Hermeneutics　of 　Brevard 　S．　Childs，　Leiden ・

　New 　York ・K61n ， 1995 ，
　 p．9f．187f．を も参照 。

こ の よ うな 動 き と は 別 に ， 正典

　性 を 破壊す る歴史
一
批評的方法の 無反省 な 使用 に つ い て も う

一
度神学的 な 反 省 を

　加 え よ う と す る 試 み に は ほ か に ，Gerhard 　 Maier
，
　 Das 　 Ende　 der　 historisch−

　kritischen　Methode
，
　Wuppertal 　 1974，5．Aufl．1984 な どが あ る 。

4）　 Ninth　 IOSOT 　Congress　Volume ，
　G6ttingen

，
1977

，
　 ed ．　J．A ．　Emerton 　et 　aL

，

　Supplement　to　Vetus　Testamentum
，
29 （Leiden ：Brill

，
1978）p，67．

5）　 B ，S．　Childs
，
　Biblische　Theologie　und 　christlicher 　Kanon

，
　in：Jahrbuch　fur

　Biblische　Theologie，　Bd ．3．　Zum 　Problem　des　biblischen　Kanons ，　Neukirchen・

　Vluyn　 1988 ，　 S．13．

6）　 F．Ilahn
，
　Das 　Problem

“
Schrift　 und 　 Tradition

”
im 　 Urchristentum

，
　in：Ev．

　Th ．1970
，
　 S．465．大崎 節郎 著 『神 の 自由 と権 威』， 日本 基 督教 団 出版 局 ， 1982

　年 ，
186頁以 下参 照。

7）　 B．S．　Childs，　The 　Canonical　Shape　of 　the　Prophetic 　Literature
，
　in ：Interpre−

　tation，32　（1978），　P．53．

8） M ．Oeming
，
　 Text − Kontext − Kanon ：Ein　 neuer 　 Weg 　 alttestamentlicher

　Theologie？ Zu　einem 　Buch 　von 　Brevard　S．　Childs，　in：Jahrbuch　fur　Biblische

　Theologie．　Bd．3 （a ．aO ．）， S．247．　J．　Barr は なぜ テ ク ス トの 最 終 形 態 か ら始 め な

　 けれ ば な ら な い の か ， そ の 理 由が 明確 で な い と批判 す る （J．Barr ，
　 Holy 　 Scrip−

　 ture ；Canon
，
　Authority

，
　Criticism，　Oxford ，

1983．宇都 宮秀和訳 『聖 な る書 物』

　 教 文 館 ， 1992年 ， 139頁 ）。 こ れ に 対 す る チ ャ イル ズ の 答 え は 以 下 に 見 出 せ る 。

　 「神 と共 な る イ ス ラ エ ル の 経験 を証 しす る証 言 は ， 聖 書 テ ク ス トそ れ 自 身 の 影響

　 （effect ）の 中で 証 明 さ れ る と正 典 は 主 張 す る 。
こ の 啓 示 の 歴 史 の 完 全 な 効 果

　 （effect ）が は っ き り と 分か る よ う な 最終 地 点 に 規範 的な 歴 史 が 到 達 し た と 言 え

　 る の は ， ま さ に た だ 聖 書 テ ク ス トの 最 終 形態 に お い て だ け な の で あ る」 （The

　Canonical　Shape　of　the　Prophetic　Literature，　p．47− 48）。

9）　 テ ク ス トの 通 時的解 釈 に 対 す る共時的解釈の 意義 と， そ れ を踏 まえた 上 で な お

　 両者 を再統 合 す る 可 能性 に つ い て は ， 拙 論 「物 語 る 教会 （エ ク レ シ ア ・ ナ ラ ン

　 ス ）の 神学
一 方法 序説 と して 一 」 （『神学』56号 ， 1994年 ）87頁 以 下 「構 造か
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　 ら 出来 事 へ 」 を参 照 さ れ た い 。

　　 最終 テ ク ス トの 全体性 を 重 ん じ ， そ の 各 i の 相 互 連 関 を 重視 す る と い う方 向

　 は ， 聖 書66巻 の 完璧 に 閉 じ られ た 正 典 的構造 を ， 正 典 くに お い て 〉 と い う場 の 論

　 理 に よ っ て 捉 え ， 　 そ こ を聖 書 解釈 の 絶対 の 出 発 点 とす る 周 知 の 渡 辺 善 太 『聖 書

　 正 典 論 』 の 立場 に 近 い 。 そ の 弟子 岡 村民 子 は そ れ を ， 部分 か ら全体 へ と進 む 『聖

　 書 各巻 の か け が え の な さ』 の 論 琿 ， お よ び 全体 か ら部分 へ と至 る 「聖 書的 文 脈 に

　 お い て の ひ び き あ い ｝の 論理 と して 捉 え 直 し て い る 。 渡 辺 は ，
こ の 完 全 に 閉 じ ら

　 れ た 正 典 と い う場 の 論 理 を 崩 す も の と し て ， K ・バ ル トに よ る 「天 的 正 典 」 と

　 「地 的正典 」の 区別 と類比 の 論理 に 反 対 す る 。 大 木教 授 は こ の 渡 辺 善 太 の 正 典論

　 に 賛 同 し て 同様 に バ ル トを批判 して い る が （「バ ル トの 『聖 書原理 』 に つ い て 」

　 〔『神学 146 号 ， 1984年〕）， 上 田 光 正 氏 は ， 「創 め に 正 典 あ り き 」か ら 出 発 づ る 渡

　 辺 の 聖 書 主 義 で は ， 歴 史
一
批 評 的研 究 は 正 し く位 置 づ け られ ず ， 「正 典 告 白 を し

　 た 教 会 自身で す ら ほ とん ど考 え て も い な か っ た よ うな 原 理 （例 え ば ， 聖 書 各 書 の

　 配 列 の 順 序 か ら読 み 取 れ る と さ れ る 『正 典 の 理 念』 等） が 大 き な解釈原 理 と して

　 働 くこ と に な る 」 と し て ， 逆 に 渡 辺 を批 判 し て い る （上 田光 正 著 『聖 書 論 』， 日

　 本 基督 教 団 出版 局 ， 1992年 ， 243頁 ）。 「例 え ば我 々 は ， イザ ヤ 書 と エ レ ミヤ 書 と

　 エ ゼ キ エ ル 書 の 並 び 方 が 弁 証法 的 な 『正 』 『反 』 『合 』 の 関 係 に あ る と い う よ う な

　 こ とは ， 哲学的図式 を無理 や りテ キ ス トに 当 て は め よ う と す る 思 弁 で あ る と し か

　 思 え な い
。 そ も そ も ヘ ブ ル 原 典 とギ リ シ ア 語訳 聖 書 （日 本語訳 聖 書 は 後 者 に よ っ

　 て い る ） と で は 順 序 さ え違 っ て い る の で あ る か ら， 渡辺 善太 の 理 論 は ま さ に 自家

　 教会 の 正 典 に し か 通 用 し な い 」 （前掲 書 371頁 ）。 こ の よ う な 渡 辺 正典論 は チ ャ イ

　 ル ズの 言 う intertextuality と は 異 な る 。

　　 確 か に 渡 辺 一
岡村 の 正 典 的聖 書 主 義 に は ， 理 想 主 義 的 な無 前提 的 解 釈 が 無 邪 気

　 に 前提 さ れ て お り
， 基 本信 条 へ と結晶 さ れ る ， 我 々 の 言 う解 釈 共 同体 と し て の 教

　 会的伝統 の 意 義が 不 当 に 過 小 評価 さ れ て い る。 しか し聖 書 の 正 典 的 解釈 とは す ぐ

　 れ て 教 会的 な 解釈学的 出来 事な の で あ る 。

10）　 こ の 点 に つ い て は Jan　 Rohls，1
’
heolc）gie　 reforlnierter 　 Bekenntnisschriften、

　 G6ttingell　 l987 ，　 S．47以
一
ド参 照 。

H ）　B ．S．　Childs．　A 　Response ，　ill二 Ilorizons 　in　Biblical　Theol （）gy 　2 （1980 ）， 1）．206

　 　 207，

12）　 B ．S．　Childg．　，　The 　Can （，nical 　Shape 　of 　the 　Prophetic 　Literature，　p ．49．
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13）　 B．S，　Chiids
，
　Review 　of

“ Holy　Scripture：Canon ，
　Authority

，
　Criticism”by

　 James　Barr ，
　Interpretation　38 （1984）， p．69．

14）　解釈学的行程に お け る読み 手 （聴 き手） の 役割 の 発見 に っ い て は
， 拙論 「物語

　 る 教会 （エ ク レ シ ア ・ナ ラ ン ス ）の 神 学一 方法 序 説 と し て　 　」 （『神学』 56

　 号 ， 1994年）91頁 以 下 を参照 され た い
。

］5）　 B ．S．　Chi】ds
，
　Midrash 　and 　the　Old　Testament

，
　in ：Understanding　t．he　Sacred

　 Text ，
　ed ．　J．　Reumanni 　Va11ey 　Forge 　PA

，
1972

，
　 p．52 ．

16） J．M ．　Sanders，　Torah 　and 　Canon ，　Philadelphia，1972 （佐藤陽二 訳 『正典 と し

　 て の 旧約聖 書』教 文 館 ， 1984年） 邦訳版 52頁 。 なお J．A 、　Sanders
，
　Canon 　 and

　 Community ．　 A 　 Guide　 to　 Canonical　 Criticism，　 Philadelphia， 1984．同 Froln

　 Sacred　Story　to　Sacred　Text ，　Philadelphia，1987を も参照 。

17） サ ン ダー ス 前掲書29頁 。

18）　 サ ン ダー ス 前掲 書 32−33頁 。

19）　 Georges　Florovsky
，
　Bible

，
　Church

，
　Tradition：An 　Eastern　Orthodox　View ，

　 vol ．1，　 in ：Collected　Works ，　Nordland，　 i972，　 p．79．

20）　 熊 野 義孝 『教義学 上 』， 全 集第 七 巻 ， 新教 出版 社 ， 1980年 ， 90頁以 下 。

21）　Stanley　Fish
，
　Is　There　a　Text　in　This 　Class？ The　Authority 　of 　Interpretive

　 Communities
，
　Harvard，1980 （そ の 後半の部 分 が 小林 昌夫 訳 『こ の ク ラ ス に テ

　 ク ス トは あ り ま す か 』 み す ず 書 房 ， 1992年 と し て 訳 出 さ れ て い る ）。 こ の 点 に つ

　 い て は更 に P．R．　 Noble，　 ibid．（注 3），p．207f．また J．　 Goldingay，
　 Models　 for

　 In亡erpretation 　of 　Scripture，　 Michigan ，1995，　 p ，48．を も参 照 され た い 。 ち な み

　 に この Goldingayは独 自の 聖書解釈法 を試行 し て お り， 聖書の 文学類型 を ， 「証

　 言 す る伝 統 」 と して の 物 語 ， 「権 威 あ る カ ノ ン 」 と して の トー ラ ー
， 1霊 感 を受 け

　 た 言 葉」 と して の 預 言 ， 「経験 さ れ た 啓 示 」 と し て の 証 Ftと い う四 つ の パ タ ー ン

　 に 分類 し ， 興 味あ る論考 を展開 し て い る 。

22）　 B ．S．　Childs，　Response　to　Reviewers　of
“ Introduction　to　the　Old　Testament

　 as 　Scripture”
，
　in：Journal　for　the　Study　of 　the　Old　Testament 　16 （1980），p．52，

23） J．Barr ，
　 ibid．

， 注 8 に 引用 の 邦訳版 49頁 。

24）　 Cf．　C ．　J．　Scalise，　ibid．，　p．78．

25） 前 ス トー リー
， 原 ス トー リー

， 後 ス ト
ー

リ
ー と い う考 え 方 に つ い て は ， 前 掲

　　『神学』56号所収論文 「物語 る教 会 の 神学」 （注 9 ）93−99頁 を参照 され た い
。
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26）　熊野 義孝 『キ リ ス ト教概 論 』 （熊 野 義 孝 全 集第 6 巻 『キ リ ス ト教本 質 論』新教

　 出版 社 ， 1978年 ） 134頁 。

27）　 イ エ ス に よ っ て 示 され た 他 者 の 「た め の 存 在 （das　 pro −existente 　 Sein）」（H ．

　 Schtirmann） が ，
い か に 原 初 の 物 語 る教 会 の キ リ ス ト告 白形 成 の 核 と な っ た か

　 に つ い て は ． 拙 論 「終 末論 と メ シ ア ニ ズム 　　 〈イ エ ス とパ ウ ロ 〉 問 題 を め ぐっ

　 て 　 一
」 （『神 学 』 57 号 ，

1995 年 ） を 参 照 さ れ た い v ま
．
た Ilans 　 W ．　 Fr ・

ei ，　 The

　 Identity　 of 　Jesus　Christ．　The 　Ilermelleutical　Bases　of 　Dogmatic 　 Theology ，

　 Philadelphia ，1975 を も
．
参照 。

〔確 か に チ ャ イ ル ズ の 挑 戦 的 な 企 て は ， カ ル ヴ 1 ン の 聖 書 解 釈 の 精 神

（Geist） を 現代 に 復権 させ よ う と す る 試み で あ る と評価 す る こ と もで き な

くは な い （M ．ぐ）eming ，　ibid．．　S．245）， ま た チ ャ イ ル ズ と K ・ バ ル トの 聖 書

解 釈 論 と の 類 似 性 も し ば し ば 指 摘 さ れ る 通 り で あ る （C ．J．　Scalise．

Canonical 　Herme ！、eutics ：Childs　and 　Barth，　ill：S　cottish 　」ournal 　of

Theology 　47，　No ，1，1994）。 吏 に 遡 一
） て こ れ を オ リゲ ネ ス の 聖 書 解 釈 法 の

再考 と い う テ ー マ と し て 考え 直 そ う と す る 試 み もな さ れ る （CJ ．　Scalise．

The 　 Sensus 　Literalis．　 A 　 Hermeneutical 　Key 　to　 Biblical　 Exegesisjn ：

Scottish　Jounlal　of 　The （，logy　42，　No ．L　1989）。 別 の 機 会 に 論 及 した い
。

こ こ に は な お 広 い 神学 的 な論 議 の 地
’Fが あ り ， 小 論 は そ の

一一
端 に 触 れ る に

留 ま る が ，
こ れ を も っ て 熊 澤 教 授 の 学恩 に 謝 し た い

。 〕
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