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フ ォ
ー サ イ ス の 聖 礼典 論

大 　宮 溥

　 フ ォ
ー サ イ ス が 『教 会 と聖 礼典 』The 　Church　 and 　 the　Sacraments を執 筆

刊 行 した の は 1917年 で
， 最後 か ら

一
つ 手 前 penultimate の 著 作 で あ る 。 第

一
次

大 戦 の さ 中で あ っ た 。 こ の 書 で 彼 は 教 会 合 同 の 問題 を論 じて い る 。
エ キ ュ メ ニ

カ ル 運 動 の 始動 期 に あ た っ て ， 彼 の 目 は 晩年 に お い て も教 会 の 将来 に 向 け ら

れ ， 世 界 史 的 な課 題 を 負 う
一

つ の 教 会 へ の ヴ ィ ジ ョ ン を描 い て い た の で あ る 。

彼の 教会
一

致 構想 は 「諸教会 の 合衆 国 」the　United　States　of 　Churches （上 掲

書 104 頁 ， 以 下本 書 引 用 の 場 合 は 頁数 の み 記 す ） で あ り ， 各 教 派 が 教 会 と し て

の 諸条件 を満 た す よ う に 成長 す る こ と に よ っ て
， 対 等 な 連 盟 federation を形

成 す る こ とで あ っ た 。 合 同 教 会 the　 united 　 church の 理 念 に も と つ く
一

致 で あ

る 。 そ の 際基 礎 と な る の は ， 福音 理解 の 共有 で あ る 。 「神学 な くし て 教 会 な し」

no 　theology ，　no 　chunchi ） と訴 え た フ ォ
ー サ イ ス と して は 当 然 の こ とで あ る 。

そ し て 福音 主義教 会論 は ， 説教 と聖 礼典 の 正 し い 執行 と い う基 礎 の 上 に 展開 さ

れ る もの で あ る 故 に ， 教 会
一一

致 の 基 礎 と して も ， 説 教 と聖 礼 典 の 理 解 の 深 化 が

求 め られ る 。
フ ォ

ー サ イ ス は こ の よ う な 姿 勢で 聖 礼 典 の 問題 と取 り組 ん だ の で

あ る 。

1

　 フ ォ
ー サ イ ス の 聖 礼典 論 は ，

パ ウ ロ 神学 に お け る 聖礼 典 の 位 置 を 問 う と こ ろ

か ら始 め られ る 。 当時 の 新 約神学 はパ ウ ロ に お け る サ ク ラ メ ン タ ル な 要素 と霊
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的要素 を どの よ うに 綜合 す るか とい う問題 に 直面 して い た 。
プ ロ テ ス タ ン ト神

学 は 信 仰義認 を教会 の 「立 ち も し倒れ もす る条項 」 と して い るの で ，
パ ウ ロ 理

解 に お い て も霊 的 要素 を 中心 に 置 き ， サ ク ラ メ ン タ ル な 要 素 は当時 の 異 教的宗

教思 想 の 混入 で あ り，
パ ウ ロ も象徴 的 な意味 で 取 り入 れ て い る に 過 ぎな い と 説

明 さ れ て きた 。 しか しあ の 二 つ の 要 素 を そ の うち の
一

つ に 吸 収 す る こ とは 妥当

で な く， 両者 を綜合す る 視点が 要請 さ れ る 。

　フ ォ
ー サ イ ス は

， 新 約 聖 書 に お ける サ ク ラ メ ン タ ル な局面 が そ の 後 の 教 会 に

お い て 神秘 主 義 的 魔術 的 な 理 解 に 向か い
， 霊 的 な 局 面 が 個 人 主 義 的 精神的 な理

解 に 傾 斜 した こ と を，
い ず れ も福 音 の 原 点 か らの 逸脱 と考 え ， そ れ を原点 に 帰

す こ と に よ っ て ，
パ ウ ロ 神学 ， ひ い て は福音 理 解の 綜 合 的核 心 を明 ら か に し よ

うと して い る 。 そ の 原 点 と は ， 十 字 架 に お け る贖 罪 行 為 で あ る 。 キ リス ト教信

仰 は
， イエ ス ・キ リス トの 十字架 に お け る聖 な る神 の 審判 と神 と人 との 和 解の

確立 を拠点 と して い る 。
こ れ が神と人 間 との 契約の 原点 で あ り，

そ こ に神 の 民

と し て の 教 会 の 基 礎 が す え られ ， そ れ が 「恩 寵 の 手 段」 means 　 of　grace を通

じて 個々 人 に 与 え ら れ る の で あ る 。
こ の 救 済 の 原 歴 史 は 唯 一

回 的 な も の で あ

り， 救済史 は こ の キ リス トの贖 罪行 為の 継続 で は な く， 原行 為 を そ の 後の 歴 史

の 中 に 伝 達 す る 聖霊 の 働 きで あ る 。 神秘主 義的魔術 的 な聖 礼典理 解 は ， あ の 原

行為 を そ の 後 の伝達行為 と等置す る こ と に よ っ て
， 十字架の 原行為 を歴史的 に

内在 化 し ， 人 間 が 管理 し処 理 す る こ との 可能 な魔術 的 な もの に 変 質 させ て し ま

うの で あ る
。

ま た 霊 的 理 解 は
，

聖 霊 の 働 き を人 間精神 の 活 動 と混 同 し ， そ れ を

個 人 的 心情 の 領域 に 限定 す る こ と に よ っ て 内在化 し
， 人 間 中心 的 な宗 教 経験 に

解消 し て し ま う危 険 が あ る 。

　 フ ォ
ー サ イ ス は ， 神秘 主義的物素重視 の 考 え方 に 対 し て は ， 「キ リス トの か

らだ」 とは キ リス トの 人格 で あ る こ とを強調 し， 個人 主義的な考 え方 に 対 して

は
， 思寵 の 対 象が 第

一 義 的 に は 教 会 で あ る こ と を強 調 す る こ と に よ っ て ， 「恩

寵 の 手 段 」 と し て の 正 し い 聖礼典理解 を確 立 しよ う と した の で あ る 。

　個 々 の 聖 礼典 に 関 し て ， 先 ず 洗 礼 に つ い て
，

フ ォ
ー サ イ ス は そ れ が 第

一
義的

に 「教会 の 行為」で あ る こ と を強調 す る 。 洗 礼論 に お い て 特 に 問題 に な る の
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は ， 幼 児洗 礼 の 妥 当性 の 問題 で あ る 。 そ れ は 新 約 聖 書 に お い て ， そ の 例 も根拠

づ け も 与え られ て い な い し，
ま た 受洗者 の 信仰 的 応答が な い に もか か わ らず 施

さ れ る洗 礼 の 意 味 が 疑 問 視 され る の で あ る 。

　こ れ に 対 し て フ ォ
ー サ イ ス は

， 新 約 聖 書 の 時代 の 教 会 は宣 教 す る教会 で あ っ

て ， 幼児 を含 む 神 の 家族 が 成立 す る た め に ， 先 ず成人 の 信仰告白 に も とつ く，

信仰共 同体 の 形 成 が 必 要 で あ っ た と 考 え る 。 従 っ て 新約聖 書 に 幼 児 洗 礼 の 例 が

あ っ た か ど うか は 問題 で は な く ， 新約聖 書 に 幼 児 洗礼 を可能 に す る福 音 的 原 理

が あ る か ど うか が 問 わ れ るの で あ る 。 こ の 原 理 は 成人 の 洗 礼 の 原 理 と 同 じで あ

る 。 洗 礼 は 第
一

に 新 牛 の し る し で あ る が ， そ れ を可 能 に す る の は 「キ リ ス ト と

教 会 に お け る 神 の 変 わ る こ と の な い 救 い の 意 志 」 （216） で あ る 。
こ の 神 の 先 行

の 恩寵 が 原因 で あ り， 信 仰 は そ の 結果 で あ る 。 そ して 信仰 そ の もの が 神 の 恩 寵

の 賜 物 で あ る 。 幼 児洗 礼 は ， こ の 信 仰 に 先立 ち そ れ を 生 み 出 す 恩 寵 を 証 しす る

もの で あ る 。 厂幼児洗礼 は ， 全教会 と世 界 に
， 恩 寵 と信 仰 と の こ の 正 し い 関 係

を 示 す 手 段 で あ る 。 そ れ は 恩 寵 が 信 仰 に 先 き立 ち ，
か つ 信 仰 の 条 件 で あ る こ

と ， 恩寵 は 信仰 に 対 す る報賞 で は な い こ と
， 恩 寵 と信仰 と の 間 の 時 間 と い う要

素 は 恩 寵 と そ の 力 を 萎 え さ せ も変 え も し な い こ と を示 す の で あ る」 （221）。

　第二 に
， 洗 礼 を 執 行 す る主 体 は 教 会 で あ る こ とが 指 摘 さ れ る 。 成 人 の 場 合 も

幼 児 の 場 合 も， 受 洗 者 だ け が 当事者 なの で は な い
。 そ れ は全 教 会 的 な 行 為 な の

で あ る 。 そ れ は 第
一

義 的 に は 教 会 の 行 為 で す ら な く， 霊 な る 主 の 行 為 で あ り ，

そ れ に よ っ て 教会 が 生 じ る の で あ る 。 洗 礼 は 教 会 が 自分 た ち の 存在 の 根拠 で あ

る 新 生 の 恵 み を ， 受 け 取 り
，

か つ 確認 し ， 証 し す る 行 為 で あ る 。 た し か に ， 洗

礼 は 神 の 恩 寵 と そ れ に 対 す る 応 答 と して の 信仰 の 両者 が 求 め ら れ る 。 し か し

「信仰 へ の 洗 礼 」Baptism 　Mnto 　faithも ， 「信 仰 に も と つ く洗 礼 」Baptism 　zφ‘澀

faithと 同様 に 福音 の 原 理 か ら 認 め られ る の で あ る 。 そ して こ れ ら は ， 教会 の

信仰 の 個 人 的 な あ らわ れ と共 同 体 的 な あ ら わ れ と して 意 味 を も っ て い る の で あ

る 。 幼 児 洗 礼 は ， 教会 が 幼 児 を迎 え て ， 新生 の 恵 み を与 え られ る 機会 な の で あ

る 。

　 第 三 に ， 洗 礼 は 個 人 が 教 会 に つ な が れ る こ と で あ る 。 「洗 礼 は ， キ リス トへ
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の 合体で は な く， キ リス トの か ら だ へ の 合体 で あ り， そ れ に よ っ て 教 会 は魂

に ， その 道徳的 ・霊的 ・ 社会的影響力 を与 え る の で あ る 。 子供 は御霊 を与え ら

れ る の で は な い が
， 御 霊 の 働 く場 に 置 か れ る の で あ る 」（225）。

　以 上 か ら も窺 わ れ る よ うに
，

フ ォ
ー サ イ ス は ， 聖 礼 典 の 重 点 を 物素 mate −

rial で は な く行 為 action に 置 く。 物素 に 重 点 を 置 く傾向 を彼 は魔 術 的 magic

な誤 りで あ る と し ， 単 な る象徴 symbol と理 解 す る傾 向 と共 に 斥 け た
。 「象徴

と して は ， そ れ は 観 念 の 比 喩 に す ぎな い
。 そ の 効 用 は ， 教訓，

一
片 の キ リス ト

教教育 と して で あ る 。 他 方魔術 と して は ， 儀 式 に す ぎず ，
そ こ で は 感触 され る

要 素 と
， 秘 儀 の 過 程 を 生起 さ せ る 効果 の あ る 言葉 に 注意 が 集中す る 」 （193）。

し か し聖 礼典 の 中心 は ， 人間を生 か し
， 救 う

， 神 の 恩 寵 の 行為 で あ り， そ れ に

応 答 す る 人 間 の 行 為 で あ る 。 「洗 礼 は 教 育 的 効 果 を もつ 小 さ な 奇 跡劇 で は な く，

現 実 の 行 為 ， 意 志 の 行 為 で あ る 。

一
方 で は説 教 と伝 達 の 行 為 で あ り， 他方に お

い て は 礼拝 と告 白の 行為 で あ る」 （同）。

　洗礼が 元 来 ， その よ うな恵 み 深 い 神 との 出会 い と新生 を もた らす恩 寵 の 行為

で あ っ た の が ， 次 第 に 人 格 性 と行 為 的性 格 を 見 失 わ せ る よ う に な っ た の は
， 幼

児 洗 礼 の
一 般 化 と関 係 が あ る と，

フ ォ
ー

サ イ ス は 考 え て い る 。 成人 の 洗礼の 場

合 に は
， 人格的 な恩 寵 の 出会 い と し て 理 解 され て い た もの が

， 人格的信仰 を将

来 に 期 待 す る 幼 児 洗 礼 の 場 合 に は ， 人 間 の 本 性 nature を変 え る超 自然的な 実

体 の 注 入 と い う風 に 考 え ら れ る よ う に な っ た の で あ る 。
こ の よ うに 恩 寵 を物 質

に 類 似 した 実 体 と理 解 す る の は
，

聖 書 的 人 格 的理 解 か ら の 逸脱 で あ る 。 厂自然

（本 性 ）nature と い う言葉 は ， 聖 書 的 で も， 宗 教 的 で もな い 。 人 格 が nature を

持 っ か ど うか は 哲 学 的 議 論 の 的 で あ る 」 （194）。 そ し て 「恩 寵 に つ い て の こ の

異 教的 観念 を廃棄す る こ とが 宗教改 革の 本質 で あ っ た 。 恩 寵 と は活力 的本質 も

し くは 超 自然 的 影響 の 注 入 で は な く， 活動 的 な 人 格の 関係 で あ っ た 」 （195）。

　 キ リス ト教会 に お け る こ の よ うな聖 礼 典理 解 の 差 違 は ， キ リス トの 受 肉 と贖

罪 をめ ぐる存 在 論 的理 解 と倫理 的理 解 の 差 違 に さ か の ぼ る 。 古代 教 会 の キ リス

ト論は ， 存在論的形而上 学 の 論理 で 展開 され た 。 それ は神性 divine　nature と

人 性 human 　 nature との か か わ り を め ぐる 思 弁 と な り， 神 と人 間 と の 人 格的 な
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交 わ りの 経験 か ら遊 離 し て し ま っ た 。 宗 教 改 革 は そ れ に 対 し て ， 贖 罪 と和 解 の

出来事か ら ， 全 教 理 を 解釈 し な お そ う と した の で あ る
。 「ロ ー マ 的 も し くは カ

ル ケ ド ン 的 な 教 理 類 型 は ， 受 肉 か ら始 め る 。 受 肉 とい う ， 経 験 を超 え た こ と を

（教 会 的 ）権威 に も とつ い て 信 じ
，

そ れ か ら贖 罪 へ と 降 る の で あ る 。 贖罪 か ら

始 め ， 道 徳的出発 を し て ， そ の 経験 か ら ， 神 の み が 罪 を 贖 う こ と が で き る の

で ， 受 肉 に 至 る と い う の で は な い の で あ る」 （197）。

　 そ れ に 対 して フ 1 一
サ イ ス は ， 宗教改革的 な信仰 の 立 場 か ら ， イ エ ス ・キ リ

ス トに あ る 「新 し い 創 造 1 か ら 出 発 す る よ う に 訴 え る （198）。 「そ れ は 人 類 の

良心 に 対 す る 赦 しで あ り， 良心 に 与 え られ た 人類 に 対 す る新 し い 永遠 の 生命 と

い う贈 り物 で あ る 。 そ れ は 赦 罪 を 基 礎 と す る もの で ， そ の 働 き に お い て ど ん な

に 神秘的 で あ っ て も ， そ の 性質 に お い て 道徳的 な もの で あ る 。 人 間 と して キ リ

ス ト は ， 人 類 的 規 模 に お い て 神 へ の 従順 を さ さ げ ， 人 間 の た め に 贖 罪 を な し，

罪 の 赦 しの 基 礎 で あ る 。 神 と し て の キ リス トは
， 人 間 の 中 に 創 造 的 に 王 的 に行

為 し ， 赦 し を与 え ， 命 と信仰 と愛 を 創造 す る」 （198）。

　 こ の よ う な キ リ ス トの 働 き は
， 救 わ れ た 人 類 と して の 教 会 を生 み 出す 。 そ れ

は十字架 に お い て 原理 的 に 歴史全体 に 対 し て 完成 し た 救 い を ， 歴 史的経過 の 各

時点 に お い て 現 在 的 に 顕 在 化 す る 。 そ れ は ち ょ う ど ， キ リス トが 神 性 に お い て

最初 か ら保有 し て い た 完全性 に ． 人 間 と し て の ケ ノ ー シ ス か ら プ レ ロ
ー

シ ス の

道 を通 じ て 成 長 して ゆ か れ た の と類比 さ れ る プ ロ セ ス で あ る 。 キ リス トが 唯
一

回的 に 完成 し た救 い は 聖 霊 に よ っ て 個 々 人 に 伝 え られ る 。 そ れ は赦罪 と再生 で

あ る 。

　 こ の 救 い の 現 在 化 は ， 御言葉 の 告知 と聖 礼典 に よ っ て 起 る 。 そ の 場合 ， 説教

と聖 礼典 の 相 違 は何 で あ ろ うか 。 フ ォ
ー サ イ ス は ， 説 教 に よ っ て 与 え ら れ る恩

寵 を ， 忘 れ が た く経験 さ せ る もの が 聖 礼典 で あ る と言 う。 「洗礼 に よ っ て 伝 達

さ れ ， 御 言 葉 に は 欠 け て い る ， あ る 種 の 物質的実 体 が あ る の で は な い
。 聖 礼 典

は救 い の 恩寵 を産 み 出す の で は な い
。 なぜ な ら そ れ は恩 寵 の み が 産 み 出 す 信仰

に よ っ て の み 効 力 が あ る か ら で あ る 。 魂 は 御 言 葉 に よ っ て 洗 礼 へ と 準 備 さ れ

る 。 し か し 洗 礼 は 決 し て 忘 れ 得 な い 経 験 に お い て
， 御 言 葉 の 埋 解 を 開 くの で あ
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る 。 そ の 効果 は 心理 学的 で あ る」 （199）。

　 か よ う に フ ォ
ー

サ イ ス の 洗 礼 理 解 は ， 歴 史 的 ・教 会 的 ・人 格 的 な理 解 に 特徴

が あ り， 啓発 さ れ るの で あ るが
， 他面 ， それ に よ っ て 幼児洗礼は 厂キ リス トへ

の 合体 で な く， キ リス トの か らだ へ の 合体」 で あ り， 「子 供 は 御 霊 を与 え られ

る の で な く， 御霊 の 働 く場 に 置 か れ る」 と され ， 更 に 洗礼 の 効果 は 「心理 的」

と言 わ れ る と ， 象 徴 説 的 聖 礼 典 論 に 傾 い て い な い か と い う疑 問 を 抱 か せ る の で

あ る 。

II

　次 に 聖餐の 理解 を と りあげ る。 聖餐論 を め ぐ っ て は ， 宗教改革者た ち の 間で

もつ い に 理 解 の
一

致 を み る こ と が で き ず ， 教 会 の
一 致 を 阻 む 大 き な 躓 き と な っ

た 。 「教会 の 礼拝 の 最 も壮厳 な 行為 が ， 教会 の 争 い の 競技場 に な っ て い る 」。 し

か し ， そ れ は 実 は こ こ に
， 教 会 に と っ て 揺 る が せ に す る こ とが で き な い

， 神学

と信 仰 の 基 本 問題 が か か っ て い る こ と を示 し て い る 。 こ こ で 「互 い に 対 抗 す る

人 々 が ， 自分 た ち は 教会 の 真 の 生 命 の た め に 戦 っ て い る と感 じ て い た の で あ

る 」 （227）。

　 聖 餐 理 解 の 糸 口 と し て フ ォ
ー サ イ ス は ， 聖 餐 を 旧約 に お け る 預 言 者 の 象徴 行

為 に さ か の ぼ っ て 考 え て い る 。 預 言 者 た ち は神 か らの 使 信 を人 々 に 伝 え る の に

「行為 さ れ た 象徴 」 （228） と い う方法 を採 用 した 。
ユ ダの 国 に 臨 も う と し て い

る苦難 を 告知 す る た め に
， 自ら軛 を 負 い （エ レ ミヤ 27：2

，
28：10＞，

は だ しで 歩

き （イ ザ ヤ 20章 ）， 勝 利 を 告 知 す る た め に 角 を作 り （列 王 上 27：11）， 国 の 分 裂

を預言 して 衣服 を裂 い た （列王 上 11：30）。 預言者の 生 活上 の 悲劇や喜びが ， そ

の ま ま神 の 歴 史的審判 と救済 の 行為 の 象徴 と な っ た （ホ セ ア 1−3 章 ， イ ザ ヤ 7−

8章）。 主 イ エ ス の 洗 足 も象徴 的行為 で あ る 。

　聖餐 は こ の よ うな 象徴行為 を ， よ り深 くよ り高 い 形 で 受 け継 ぐ もの で あ る 。

そ れ は キ リ ス トの 「最 後 の た と え 」 で あ り 「行 為 に よ る た と え話 1 （228） で あ

る 。

　 「象徴」 symbol は ， 単 な る 厂記 念」 memorial で は な い
。 象徴 と は ， そ れ が
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指 し 示 す 実体 と本 質 的 な か か わ り の な い 単 な る 記 号 emblem で は な く， 実体

と 深 くか か わ る もの で あ り， 単 に 「示 す 」 の で な く， そ れ を現 実 化 す る よ う に

「行為 す る 」 もの で あ る 。

　 象徴 とい う と ，

一 般 に は本 体 を指 し示 す 物 （物 質 ） が 考 え られ る 。 し か し フ

ォ
ー サ イス は ， 物 は 象徴 の 媒介 に す ぎず ， 大切 なの は それ を媒介 と して 起 る伝

達 行為 で あ る と考 え る 。 「要素 elements は 象徴 で は な い
。 そ れ は 言 葉 に お け

る 文 字 ， 話 に お け る音声 の よ う に
， 象徴行為 を伝達可能 に す る 物質 に す ぎ な

し｝ 」　（236）o

　聖 餐が 伝 え る もの は ， キ リス トの 「体」 と言 う よ りも， 彼 が そ の 体 を も っ て

な し と げ た 救 い の 働 き で あ る 。 「本 質 的 な こ と は ， 彼 の 体 で な く，
そ れ を裂 く

まで に 献 身 した
， 彼 の 意志 の 行為 で あ る 」 （237）。

こ こ で フ ォ
ー サ イス は 「本

性」 nature と か 「体 」 body と か を 強 調 す る 古代 的 な 存在論的思 考 ， そ し て そ

れ に 基 づ い て キ リス ト論 を展 開 した カ ル ケ ドン 信 条 の 思 惟形式 を批 判す る 。 そ

れ が 福 音 の 真理 を表現 し よ う と した 企 て で あ る と い う意 味 で は ， そ の 基 本的意

図 を生 か しつ つ
， そ の 思惟 の 枠 を ， 古代的存在論 か ら人 格 的 な 関係 の 思 惟 へ と

転換 し な け れ ば な らな い
。 こ れ を フ ォ

ー サ イ ス は 「道徳化」 moralizing と呼 ん

だ 。
こ れ が フ ォ

ー サ イ ス の 神学方法論 で あ る
2）

。
そ れ は 「根 底 に あ る 実体 を考

え る こ とか ら ，
エ ネ ル ギ ー

と倫理 を 考 え る よ うに ， 形 而 上 学 （す な わ ち 思惟 の

習慣 ） を転 換 す る こ とで あ る」 （234）。

　 こ の よ うな 転換 か ら ， キ リス ト論 も 「キ リス トの 本 性 natures 」 に つ い て の

思 惟 か ら 「キ リス トの 恵 み benefits」 を知 る こ と へ と 転 じ ら れ る （242）。
こ れ

は メ ラ ン ヒ トン に 始 ま り，
リ ッ チ ュ ル 神学 の 基本 とな っ た 。

フ ォ
ー サ イ ス もそ

の 線 に そ っ て ， 神 人 両性 の 関係 よ り も キ リス トの 人 格 と そ の 行 為 に 注 目す る 。

キ リ ス トの 受 肉 の 状態 よ り も ， 彼 の 歴 史的人 格 と贖 罪 的行為 を追求 す る の で あ

る 。 そ こ か ら フ ォ
ー サ イ ス の キ リ ス ト論 は

，
キ リ ス ト の 両 性 論 （natures ） よ

り も， 彼 の 状 態 （states ） を め ぐ っ て 展 開 さ れ ，
い わ ゆ る ケ ノ ー シ ス キ リス ト

論 と な る
3）

。

　 フ ォ
ー サ イ ス の 聖 餐論 は ， 彼 の キ リス ト論 か らの 展開 と して

， 卜字架 に お け
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る唯
一

回 的 な贖 罪行為 を ， 象徴的 に 現在 に 伝達 す る行為 と して 理 解 さ れ る 。 キ

リ ス トの 唯
一

回 的 な 救 済 行 為 と は
， 神 と人 間 と の 契 約 の 完成 （新 しい 契 約 の 締

結） で あ る
4 ）

。 そ れ が 聖 礼典 の 行為 に お い て 伝達 さ れ る の で あ る 。

　 契 約 の 伝 達 と して の 聖 礼典 と い う理 解 か ら は ， 契約 と い う人 格的 な 出来事 を

伝達 す る に は ， 洗礼 の 水 とか 聖餐 の パ ン とぶ ど う酒 と い う物 質 的媒 介 よ り も，

人格的媒介 の 方が よ り有効 で は な い か と い う問題 が 出て く る 。
フ ォ

ー サ イ ス は

教 職 者 と そ の 説 教 を ， サ ク ラ メ ン ト と し て よ り適 切 な も の と評 価 し て い る 。

「教会 自体 が こ の 世 に 対 して サ ク ラ メ ン タ ル で あ る様 に ， 教職者 は 教会 に 対 し

て サ ク ラ メ ン タ ル で あ る 」 （133 ＞。 「御 言葉 の サ ク ラ メ ン トが
， そ の 他 の サ ク ラ

メ ン ト全部 に 価値 を与 え る もの で あ る 」 （141）。 「真 の 親 しい 恩 寵 の 手段 は ， サ

ク ラ メ ン タ ル な 魂 で あ り， サ ク ラ メ ン ト主 義的 な要 素 で は な い 」 （143）。

　 そ うだ とす る と ， 教 職 者 の 人 格 を通 し て 語 られ る 説 教 で ， 人 格 的 キ リ ス トは

十 全 に 伝 達 さ れ る こ と に な り， 聖 礼 典 は余分 な も の に な ら な い で あ ろ うか 。
フ

ォ
ー サ イ ス は こ の 問 い に 対 して ， 恩 寵 の 手 段 が 教 職 者 と 説教 に 集中 す る 場 合 に

は
， 人 間 に 注 目が 集 ま り， そ れ が 指 し示 す 恩寵 の 所与性 the　giveness が 忘却

さ れ る こ と へ の 防 御 と し て 聖 礼 典 の 意 義 が あ る と 言 う。 「単純 な ， 沈 黙 し た ，

神 の 恵 み の 巨大 さ と
， 人 間 の 力 か ら独 立 し て い る こ と」 （231） に 気付 か せ

，

恩 寵 の 賜 物 よ り も説 教 者 を 偶 像化 す る こ と を止 め る もの と し て
， 聖 礼典 が 重 要

で ある と言 うの で あ る。 古代教 会以 来 ， 聖 礼典 に つ い て 「人 効的」ex 　opera

operantis （執行者 の 働 きか ら） で な く， 「事効的」ex 　opera 　operato （働 き そ

の もの か ら ） に 重 点 を置 い た の は ， 聖 礼典 の 執行者 よ り も ， イ エ ス ・キ リス ト

に よ っ て な し と げ られ た 「最高 の 終極的 な行為」 asupreme 　 and 　final　Act に

根本的 な 価値 が あ る こ と を示 す も の と し て 妥 当な の で あ る （230）。

　 そ れ で は 聖 餐の どの よ うな行為 が 重 要 な の で あ ろ うか 。
フ ォ

ー
サ イ ス は三 つ

の 行為 に 注目す る 。 第
一

は 「裂 か れ る」（239）行為 で あ る 。
パ ン は裂 か れ ， ぶ

ど う酒 は 注 が れ な け れ ば な ら な い
。 そ れ は キ リス トが 御 自分 を 犠牲 と さ れ た こ

と を示 す 行 為 だ か ら で あ る 。 人 間の 罪 の 根本 は ， 自我 の 意 志 ， 自己 追求 ， 自己

愛 で あ り ， キ リ ス トは そ れ を砕 くた め に
， 御 自分 を砕 き

， 犠牲 と な ら れ た の で
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あ る 。 従 っ て そ の 犠牲 を伝 達 す る た め に は ，
パ ン が 裂 か れ ，

ぶ ど う酒が 注 が れ

る 時 に 「砕 け た 悔 い た 心 」 （詩編51 ：19） と さ れ る こ と が 大 切 で あ る 。 第 二 は

「渡 さ れ る」 （240） 行 為 で あ る 。 こ れ は キ リ ス トが 御 自分 を神 と人 とに 与 え尽

くさ れ た こ と を示 す もの で あ る 。 主 イ エ ス は 御 自分 を先 ず 神 に 対 して捧 げ られ

た 。 それ に よ っ て 神 と人 と の 聖 な る交わ りが 回復 し た 。 そ して 主 は そ の 交 わ り

を 自分 だ け に と ど め ず ， 弟 了 た ち も また そ れ に あ ず か れ る よ う に
， 御 自分 を彼

ら に 与 え られ た の で あ る 。 第三 は 「取 っ て 食べ よ ， 皆飲 め 」 と い う招 きの 行為

で あ る （342）。 こ れ は 主 イ エ ス が 「わ れ わ れ の た め に 」for　us （あ る い は ， わ

れ わ れ に 代 っ て ） の 存在 （十字架 の 贖罪者）で あ る の み な らず ， 「わ れ わ れ の

内に あ る」 in　us 存在 （聖 霊 に よ る 内住 ） で あ る こ と を示 す もの で あ る 。

　 こ れ ら の 行 為 全体 に よ っ て 遂 行 さ れ て い る の は
， 教 会 の 礼拝行為 で あ る 。 礼

拝に お け る人 間の 神 へ の 奉献 と い う行為 を通 して ， 神 の 人 間 へ の 自己贈 与 と い

う恩 寵の 行 為が 現 在 化す る の で あ る 。 キ リス トの 犠 牲 と い う唯
一

回 的 な 贖 罪行

為が ， そ れ に よ っ て 創造 され た 神 の 民 と し て の 教会 の 礼拝行為 に よ っ て ， 新 し

く与 え ら れ る の で あ る 。

　 こ の よ う に
， 新約聖 書の 聖餐 理 解が ， 人格的で 行為的 な性格の もの で あ り，

実体 的存 在論 的 な もの で は な い と す る と ， 後の 時代 の 変 化 は 何故 起 っ た の で あ

ろ うか 。 フ ォ
ー サ イ ス は ロ ー フ ス を引用 して 「聖 餐論 の 歴史 は そ れ 自体 が 受 難

史 Leidensgeschichte で あ っ た 」 とい う （296）。 そ の 契機 は第
一一

に ，
こ の 礼典

が 実 際 の 食 事 か ら分離 した と こ ろ に あ る 。 そ れ は 恩寵 の 手段 と して の 意味 を守

る た め に 必要 な処置で は あ っ た が ， 共同体的礼拝行為 が
， 秘義的祭儀へ と変質

す る き っ か け と も な っ た 。 第二 は ， 人 々 の 関心 が 行為 か ら物素 へ と移 行 した 。

第三 は 聖 餐 を ， キ リ ス ト御 自身 の 捧 げ た 犠牲 に 教 会が 讃 美 し つ つ あ ず か る こ

と か ら ， 教 会 （実際 に は 司祭） が 主 体的 に 神 に 捧 げ る犠牲 と理 解 す る よ う に

な っ た こ とで あ る 。 「キ プ リア ヌ ス が
， 教 会 に よ る讃美 の い け に え sacrificium

laudisを ， 司 祭 に よ る あ が な い の い け に え sacrificiuln 　 propitiatorum に 変 化

さ せ た 主 犯 で あ る 」 （272）。

　フ ォ
ー

サ イ ス は こ の 秘義化魔術化 の 過 程 を聖 書的な人 格的行為的性格 の も の
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に 復帰 させ よ う と し て
， 道徳 化 を主 張 した

。 「聖 な る 神 は 純粋行 為 actus 　purus

で あ り， 道徳性 こ そ が万 物 の 本性 morality 　is　the　nature 　of 　things （バ トラ
ー

の 言葉 ）」だ か らで あ る （268）。

　 しか し，
フ ォ

ー
サ イ ス の こ の 聖餐 理 解 が

， 新 約 聖 書 の 聖 餐理 解 を十 分 に 伝 え

て い る か と い う問題 が残 る 。 彼 に よ れ ば， 聖 餐 に お い て 「キ リス トの か らだ 」

が与え られ る と言わ れ る時， その 「か らだ」 とは物素の こ とで はな く， 人格の

こ とだ と言 う。 「キ リス トの か らだ と は キ リス トの 人格 で あ る」 （285）。 しか

し
，

こ れ は ヨ ハ ネ福音書 6章 に 示 さ れ た 聖餐理 解 と は違 っ て い る 様 に 思 わ れ

る 。
フ ォ

ー
サ イ ス 自身が こ の 点 に つ い て 言及 して い る 。 彼 に よれ ば こ の 章 は 直

接 聖 餐 に つ い て 語 っ て い るの で は な い
。 だ か ら こ こ で は 聖 餐用 語 で あ る 「か ら

だ 」 が 用 い られ ず 「キ リ ス トの 肉」 と な っ て い る の だ と言わ れ る 。 「そ こ で の

キ リス トの 肉 を食べ 血 を飲 む とは
， 魂 の 糧 と命 と し て ， 彼 の 人 格 に あ ず か る こ

とで あ る」 （264）。 そ し て こ の よ う な 彼 の 人 格 と の 交 わ りは
， 十字架 な し に は

起 こ り得 な い
。 と こ ろ が ヨ ハ ネ福音書 で は ，

こ の 人格的交わ りを可能 に す る贖

罪 に つ い て の 言及 が 乏 しい と フ ォ
ー サ イ ス は 指 摘 す る 。 従 っ て ，

ヨ ハ ネ 的 な キ

リス ト と の 交 わ りの 理 解 は ， 恩寵理 解 を豊 か に す る もの と して 顧 慮 さ れ る けれ

ど も， 支配 原理 the　 ruling 　idea と は な り得 な い と 言 う の で あ る 。
こ れ も一 つ

の 解釈 で あ る が
，

ヨ ハ ネ 的な 「キ リス トの 肉」 の 理解を，
フ ォ

ー
サ イス が 十 分

に 解 明 して い な い とい う問題 は 残 っ て い る と思 わ れ る 。

III

　 フ ォ
ー サ イ ス の 聖 礼典論 は 贖罪論的 基礎 の 上 に 展 開 さ れ ， 身体 的 実体 的理 解

を批判 し て ， 人格的行為的歴史的な性格を強 く打ち出 した もの で あ る 。 そ れ は

古 代 的 中世 的 な 神秘主義的存在論 に 影 響 さ れ て
， 自然 か ら超 自然 へ の 化体 を考

え る傾向 に対 して ， 義認論 か ら発 して 人 格的恩寵 に よ る救 い の 秩序 へ の 導入 を

考 え る ， 宗教改革的 な 恩 寵理 解 を展 開 す る もの で あ っ た 。 そ れ は神学方 法論 と

して は
， 「キ リス トを 彼の 恵 み beneficiaか ら知 る 」 と い うメ ラ ン ヒ トン の 立

場 ，
ま た 形而上 学的存在論 で な く価値哲学的な 立 場 を と る リ ッ チ ュ ル 神学 を継
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承 す る もの と 言 う こ と が で き る で あ ろ う 。

　神秘 主 義的 存在 論 は ， 神 学 に お け る 内在的神 理 解 とな り， 神の 超越性 と人 間

の 罪 と 贖 罪 の 恩寵 的 1生格 を稀 薄 に す る 。 そ れ に 対 し て 宗 教 改 革 が 化 体 説 を 斥

け ， 共在説 （ル タ ー ）や 聖餐に お け る聖 霊 の 働 き の 強調 （カ ル ヴ ァ ン ） に 向 っ

た の は ， 聖 書的 な 人 格的神観 と恩 寵 の 理 解の 回復 で あ っ た 。
フ ォ

ー
サ イ ス は ，

こ の 流 れ を受 け継 ぎつ つ
， リ ッ チ ュ ル が 人 間 の 宗 教 的価 値 に 重 点 を置 い て 人 間

巾心 的 に 傾斜 し た の を， 聖 な る神 の 終末論的救済行為 を 中心 に 考察 す る こ とに

よ っ て ， 神 中心 的 な 理 解 に 向 っ た の で あ る 。 そ して 唯
一

回的 な キ リス トの 贖 罪

行為 を契約 の 原点 と し ， 礼拝 に お け る説教 と 聖 礼典 と い う恩 寵 の 手 段 を通 して

それ が 現 在 化 す る こ と を強 調 した 。

　彼 は 教 理 の 「道 徳化 」 を 主 張 し
，

キ リス ト教信 仰 の 人 格的性格 を鮮 明 に し よ

う と した 。 そ れ は 聖 礼典の 領域 に お い て は ， 聖 礼典 の 物素 へ の 関心 を ， 聖 礼典

執行 の 行為 に 移 し た 。 「キ リ ス トの か ら だ」 よ り も 「キ リス トの 人格」が 強調

さ れ た 。 聖 餐 は キ リス トの か ら だ に あずか る とい う よ り も， キ リス トの 人 格 と

教 会 と い う団 体 人 格 ， そ し て 個 々 の キ リ ス ト者 の 人 格 と の 出会 い の 出 来 事 と さ

れ た 。

　 こ の よ うに 救 い を人 格 的 な 出会 い の 出来 事 と し て 把 握 す る こ と は ， こ の 神 学

の す ぐれ た 点 で あ る が ， 問題 と して 残 る の は ， 救 い が 時間的範疇 で の み と ら え

られ て い る こ とで あ る 。 そ れ は そ れ ぞれ の 時点で 実現 す る カ イ ロ ス 的 な もの と

さ れ ， 「現 在主 義 actualism 」的 に と ら え ら れ て い る 。 イ エ ス ・キ リ ス トの 和

解 の 働 き は ， 永遠者 が 時間的存在 と な る こ とで あ り， そ れ に よ っ て 時間的存在

が 永 遠 者 に 不 可 分 離 的 に 担 わ れ．
， 時 が 永遠 と 接 す る 状 態 か ら ， 堕 落 して 永遠 に

よ っ て 消 失 せ しめ られ る 危機 を 通過 し て ， 永遠 に よ っ て 受 け 入 れ られ る第三 の

時 と も言 うべ き状 態 へ と 導 く もの で あ る
5）

。 こ の 状 態 は 純粋時 間 actus 　purus

と し て ， 時 間 的範 疇 と 同 時 に 存在論的範疇 を も動員 し て よ うや く指示 的 に 示 す

こ とが で き る ， 特別 な状態で あ る 。

　 カ ー ル ・ バ ル トは和 解論 に お い て ， キ リス ト論 的存在 論 と贖罪論的関係論 を

綜合 し， キ リス トの 働 き に お い て 彼 の 存在 を と ら え ， キ リ ス トの 人格 を そ の 恵

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一 54 一

み に お い て とらえ よ うと した 。 それ で も彼 の和解論 は 「現在主義的傾向」が強

い と 批 判 さ れ る
6）

。 フ ォ
ー サ イ ス も同 じ傾 向 を持 ち

， 存 在 か ら遊 離 した 「瞬

間」 の 救 い とい う不安定 な 面が あ る 。

　更 に フ ォ
ー サ イ ス が 十字架 こ そ が 契約の 原 点 で あ り， 恩 寵 と し て の 聖礼 典 は

そ の 現在化 で あ る と 言 う時 ， 根源的聖 礼典 は イ エ ス ・キ リス トの 歴史的和解行

為 に 他 な ら ず， 教 会 的典 礼 と し て の 聖 礼典 は そ の 想 起 で あ り ， 根 源 的 聖礼 典 に

対 して副次的に な る 。 フ ォ
ー サ イ ス は 聖礼典 の 効力 は物質 的 で な く心 理 的で あ

る と も言 っ て い る （199）。
こ れ に つ い て も，

カ ー ル ・ バ ル トが 聖 礼典 つ い て ，

本来的 な 聖 礼典 は イ エ ス ・キ リス トの 和 解行 為 そ の も の で あ り， 教 会 的聖 礼 典

は 倫理 的 な性格 の もの で あ る と理 解 した の と通 じ る と こ ろ が あ る η
。

バ ル トは

そ の 点 か ら人 間 の 信仰的 応 答性 を抜 き に し た幼 児洗礼 を 否 定 し た 。 フ ォ
ー サ イ

ス の 場 合 は
， 聖 礼典 を教 会 の 行 為 と し て 理 解 す る こ と に よ っ て

， 幼児洗 礼 を幼

児 の 信 仰 共 同体 へ の 受 け 入 れ と し て 認 め て い る 。 し か し， そ の 教会 が 「民 族教

会 」 と い う形 で ， しか も世 俗 的 に な っ て 信 仰 共 同体 の 実 質 を 失 う よ う な 場 合

（今 日の よ うに ） に は ， や は りバ ル トの よ うに 否定 の 方向 に な る の で は な い だ

ろ う か 。 こ れ は 聖 餐 に お け る キ リス トの 現 臨 を ， 物的変化 で な く人 格的性格 の

もの と して と ら え よ う とす る 余 り， 彼 の 聖餐論 が 存在的基 底 を もた な い もの と

な り， 心 理 的次 元 と い う不 安 定 な領 域 に 限定 さ れ た か らで あ る 。

　先 般 出版 さ れ た フ ォ
ー サ イ ス 学位受 領百 年記 念文集 （ア バ デ ィ

ー ン 大 学 神学

部編集） で ， 1．R ． トラ ン ス が フ ォ
ー サ イ ス の 聖 餐論を取 り上 げ， そ れ が 彼 自

身 の 解 釈 イ メ
ー

ジ に 拘束 さ れ て ， 十字 架 の 贖 罪 に 排他的 に 集中 し ， 復活 の 主 の

伝達 とい う面 が十分 に 理解され て い な い 点を指摘 して い る
8）

。 逢 坂 元 吉郎 はプ

ロ テ ス タ ン トの 聖 餐論 が
， 身 体的 次 元 を抽 象 し て 霊 的次 元 で 展 開 し て い る こ と

を強 く批判 し， 教 父 的な キ リス トの 身 体 の 理 解 に 帰 る べ き こ と を 訴 えた
9）

。 古

代信条が キ リス トの 存在 を表 す た め に 用 い た ペ ル ソ ナ と い う語 は 「人 格」 とい

う よ り 「位格」で あ り ， 人 格的な もの と そ の 背 後 に あ る もの を も指 し示 し て い

る の で あ る 。 今 日 プ ロ テ ス タ ン ト神学 で も ， 身体性 が 注 目さ れ て い る が ， それ

が キ リス トの 身体の 凝視か ら展開 され な けれ ば な ら な い
。 熊野義孝 は 「終未論
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的存在」 の 学 と し て の 神学 を追求 し た
’°）

。
フ ォ

ー サ イ ス の 「道徳化 」 の 道 を 更

に 展 開 して ， しか もキ リ ス トの か らだ を存 在 的 に と ら え よ う とす れ ば ，
こ の よ

う な 存 在 理 解 に な る で あ ろ う 。
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