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後期 ル タ ー の 聖餐論研究

Real　Presence の 問題 に 関 して

井　上 　良　作

序

　初期 の ル タ ー の 聖 餐論 が 主 に ロ ー マ ・ カ トリッ ク の ミサ や
一

種陪餐 へ の 批判

で あ る こ とに 対 し て ， 後期 ル タ ー の 聖 餐 論 と は ， こ こ で は
，

ス イ ス 派 と呼 ばれ

る改 革派 陣営 ， す な わ ち ， ツ ヴ ィ ン グ リ ， カ ー ル シ ュ タ ッ ト，
エ コ ラ ン パ デ ィ

ウ ス ら と の 聖 餐 論 争 を経 て
，
1529 年の マ

ー
ル ブ ル ク会 談 に お い て ツ ヴ ィ ン グ リ

側 と 決裂 す る に 至 る ま で に 明 ら か に な っ て 行 っ た ル タ
ー

の 聖 餐理 解 を指 し て い

る 。 拙論 は 特 に 1520 年代後半 の ル タ
ー

の 著作 に 見 ら れ る 聖 餐論 に 焦点 を 当て ，

そ の 核 心 で あ る聖 餐 の パ ン とぶ ど う酒 に お け る キ リ ス トの 身 体 的 現 臨 （Real

Presence）の 問 題 を扱 う 。

1． 聖 書 解 釈 の 問 題

　J．ペ リカ ン は ， 「ル タ ー の 神 学 の 発 展 の 中 で は ， 注 解 と論 争 が 相互 に 依存 し ，

相 互 に 利用 し合 っ た 。 注解 と論争 の こ の 相互影響 は
，

そ の 発 展 の 全過程 に お い

て 明 白 で あ る が ， ル タ
ー

の 聖 餐 の 教 理 の 発 展 に お け る ほ ど明 瞭 に 見 られ る と こ

ろ は ほ か に な い 」U
。 と述 べ て い る 。

ル タ ー と ス イ ス 派 と の 聖 餐論争 で 最初 に

挙 げ られ る こ と は 聖 書 解釈 の 問題 で あ る 。 1523 年 か ら 24 年 に か け て ，
ツ ヴ ィ

ン グ リは ハ ー グ の 法律 家 コ ル ネ リウ ス ・ホ ニ ウ ス （Cornelius　Honius） の 公 開

書簡 を 手 に 入 れ ， そ こ に 展 開 さ れ た聖 餐論
2 ）

に 大 き く影響 を受 け る 。 こ こ か ら

ツ ヴ ィ ン グ リの 主 の 晩 餐 に 関 す る神 学 的 考 察 は 深 ま り を 見 せ る 。 そ れ は ， 主
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に
， 厂記 念」「想起」 と し て の 聖 餐理 解 で あ る 。

　ザ ッ セ は ，
ル タ

ー
と ツ ヴ ィ ン グ リが 決 し て 和 解 に 至 る こ と の な か っ た 理 由

は ， 第
一

に ル タ
ー と ツ ヴ ィ ン グ リの 間の 中間 の 道が 存在 し な い こ と ， 第二 に ，

聖 書 解 釈 の 問 題 が 神 の 言 と イ エ ス ・ キ リス トの 位格 と い う根本的 な 教理 と密接

に 結びつ い て い る こ とで あ る ， と分析 す る
3 ）

。

　 ツ ヴ ィ ン グ リの 聖 餐 論 を 理 解 す る た め に は ， そ の 聖 書 観 を知 ら な け れ ば な ら

な い
。

こ の ス イ ス の 宗教改革者は， 自己 の 神学 の 中 に 当時 の 人文主義者 ら と合

理 主義 的 な 要 素 を 共 有 し な が ら も， 聖 書 に 忠 実 た ろ う と努 め た の で あ る 。 再 洗

礼派の 運動 で さ え も聖 書 の み に 従お う と した もの で あ っ た 。 ツ ヴ ィ ン グ リは 聖

書 を い か に 正 し く解釈 す る か とい う問題 に 直面 し た の で あ る 。 彼 に と っ て 聖 書

は
， 神 の 霊 に よ っ て 与 え られ た もの で あ り ， 絶 対 的 に 明 白な も の で あ っ た 。 た

と え そ の 理 解 に 探求 を要す る と して も， 難解 な箇所 は 明 白な 箇所 に よ っ て 解釈

さ れ な け れ ば な らな か っ た 。 また ， 聖 書 は比 喩 的 な 語 り方 ， tropus （譬喩）や

alleosis （属性 の 交替） を所 々 で 用 い る
4）

。 しか し， 聖 書の 言葉 は明白 で あ るか

ら と い っ て
， 誰 に で も理 解 で き る と い うわ け で は な か っ た 。 聖 書 は信 仰 あ る 者

に と っ て の み 明 白 で 理 解で き る も の な の で あ る 。 そ して 重 要 な こ と に ，
ツ ヴ ィ

ン グ リに お い て は信仰 は 神 の 言葉 に よ っ て 生 まれ る の で あ る が ， そ れ は神 の 霊

が 人 間 の 魂 に 直接 に 働 き か け る 時 の み なの で あ る 。
つ ま り， ツ ヴ ィ ン グ リ は 聖

書 の 文字 を越 え た と こ ろ に 聖 書 の 正 し い 理 解 ， 本 当の 神 の 言葉 を 見て い る の で

あ る 。
こ こ に

， 聖 霊 と御 言 の 明 確 な 分 離が 指摘 さ れ る
5）

。

　 ル タ ー に お い て は ， 対 照 的 に ， 御 言 は聖 書 の 文字 と結 び付 け られ て い る 。 聖

霊 は 外的言葉 （the　external 　word ） の 中 に わ れ わ れ の と こ ろ に 来 る の で あ る 。

彼 に よ れ ば， 聖 餐制定語 の 言葉 の 意味 は 制定語 そ の もの の 中 に の み 見 出 さ れ

る 。 な ぜ な ら ， そ れ は キ リス トの 語 っ た 言葉 で あ り ， 聖 霊 が そ の 中 に 宿 っ て い

る か らで あ る 。

　 ツ ヴ ィ ン グ リ に よれ ば ， 制定語 は そ の 文 字 か らで は な く， 聖 句 と聖 句 を比 較

し ， 信仰 の 類比 に 頼 る時 に
， 聖 霊 に よ っ て 理 解 さ れ る 。 そ し て

，
ツ ヴ ィ ン グ リ

は こ こ か ら制定語 の
“

est
”

（厂で あ る」） は
“
significat

”

（「意味 す る 」） と理 解
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され な け れ ば な ら な い と い う結 論 に 達 した 。 そ して ， 彼 は 他 の 多 くの 箇所 に つ

い て も 1意味す る 」 と解釈すべ き こ と を主張 した 。

　 ザ ッ セ に よ れ ば ， ツ ヴ ィ ン グ リが 字 義 通 りに 解釈 し て い る 箇 所 は 他 に も多 く

存在す る の で あ る が
， 彼 が 制定語 に つ い て 比 喩的 に 解釈 し な けれ ば な らな い 理

由 は ， 制 定 語 の 字 義 通 り の 解 釈 が 不 条理 や 理 性 の 把 握 す る と こ ろ と の 矛 盾 を 生

む か ら で あ っ た 。 そ の 矛 盾 と は ， 身体的 に 食す る こ とが 霊 的な 効 果 を もた ら す

と い う こ とで あ っ た 。 ツ ヴ ィ ン グ リ は ， 霊 的 な 効 果 は 霊 に よ っ て の み もた ら さ

れ る と い う理 解 を 保持 し て い た 。 彼 に と っ て は ， 主 の 晩 餐 に お い て キ リス トの

肉 を食す る とい う こ と は 決 して 受 け入 れ る こ との で きな い もの な の で あ る 。

　彼 は ヨ ハ ネ福 音 書 第 6 章 63 節 「肉 は 何 の 役 に も立 た な い 」 を典拠 と し て ，

聖餐 に お け る 身体的 な飲 食が 何 の 効果 も も た ら さ な い こ と を主 張 す る 。 彼 に お

い て は ，
パ ン を 食 し ， ぶ ど う 酒 を飲 む こ と は ， キ リス トが わ れ わ れ の た め に 死

な れ た こ と を信 じ る こ と に 他 な ら な い
6）

。 彼 は ， 聖 餐 の 制定語 を ， そ れ そ の も

の に よ っ て で は な く， 他 の 聖 書 箇所 か ら ， 特 に ヨ ハ ネ 福音書第 6 章 か ら解釈 し

た の で あ る 。 彼 は 聖 餐 の 意味 を 第 1 コ リ ン ト第 10章16， 17節 7）
に 見 出 した 。 キ

リス トの か らだ と血 に 与 る こ と は ，
パ ウ ロ に よ れ ば 聖 別 さ れ た パ ン と ぶ ど う酒

に 与 る こ と で あ る が
，

ツ ヴ ィ ン グ リ に よれ ば ， そ れ は 教 会 の 共 同体 に 与 る こ と

を 意味 し た 。 「キ リ ス トの か ら だ」 と は 教 会 を意 味 し， キ リス トの 血 は ， 十字

架 上 で わ れ わ れ の た め に キ リス トが 血 を流 さ れ た こ と を指 し て い る 。

　 ル タ ー の 聖 書解釈 に 対 す る根 本 的 態 度 は ， 聖 書 が 信 仰 の 基 礎 と な っ て い る場

合 ， 信 仰 の 明 らか な 条項 が こ と ば の 解釈 や 秩 序 を 変 え る こ と を 要請 し な い 限

り ， 述 べ られ て い る と お りの 言葉 か ら 逸 し て は な ら な い し ， そ こ に 書か れ て い

る とお りの 順 序 か ら離 れ て も な ら な い
， と い う も の で あ っ た

8）
。 例 え ば ， イ ェ

ス の 譬 え 話の よ うに ， 言葉 が 比 喩 と し て 用 い られ て い る こ とが 明 白に 示 さ れ て

い るの で な い 限 り， 聖書 の 言葉 を比 喩的 に 解釈 す る こ と は で き な い の で あ る 。

ル タ ー は
“

est
”

が
“

significat
”

と 解 し得 る こ と を否定 し つ つ
， 隠喩 （meta −

phor ） の 可 能 性 が 存 在 す る こ と を認 め た 。 しか し ， そ の 場 合 に も ， 「で あ る 1

が 「意味す る」 と解 さ れ な け れ ば な ら な い 他 の 聖 書 の 証言 を論敵 に 要求 した の
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で あ る 。 そ して ， ツ ヴ ィ ン グ リ は そ れ に 答 え る こ とが で き な か っ た 。

　 ル タ
ー

と ツ ヴ ィ ン グ リ と の 聖 餐 に 関 す る 論 争 で 決定的 な 問 題 と な っ た の は ，

キ リス トの 最後 の 晩 餐の 制定語の 中に あ る 「こ れ は わ た しの か らだ で あ る 」 の

解釈 で あ る 。
ル タ ー は ，

こ の 制 定 語 を 字義通 り に 受 け入 れ る （literal　 under −

standing ） べ き で あ る と した 。 聖 書 は 神が イ エ ス ・ キ リス トを通 して 与 え られ

る 約束 の 言葉 な の で あ る か ら ， そ れ を人 間 が 勝 手 に 歪 曲 し て 解釈 し て は な ら

ず ， 語 ら れ た とお りに 受 け取 らね ば な らな い
。 す な わ ち ， 主 イ エ ス ・ キ リス ト

が 「こ れ は わ た しの か らだ で あ る 」 と 言 わ れ た 時 ， 真実 に キ リス トの 肉 と血 が

パ ン と ぶ ど う 酒 の 中 に あ る の で あ る 。
ル タ ー に お け る キ リ ス トの か らだ の

Real　Presenceは ， 第
一

に 神 の 言葉 で あ る 聖 餐 の 制 定 語 を そ の 読 む と お りに 受

け入 れ る と い う こ とか ら 主 張 さ れ る 。

　 こ れ は ル タ
ー

の 信仰理 解 と根本的 に 関わ っ て い る 。 彼 は カ ー ル シ ュ タ ッ トに

対 し て そ れ を明 らか に し て い る ， 「神 が そ の 神 聖 な る福音 を送 りた も うた と き
，

私 た ち を二 通 りの 方法 で 取 り扱 っ て お られ る 。

一
つ は外的 に で あ り， 他 は 内的

に で あ る 。 外 的 に 私 た ち を取 り扱 うの に ， 福音 の 口 を通 し て の 言 葉 に よ り
，

ま

た 洗 礼 や サ ク ラ メ ン ト と い う外 的 な し る し に よ っ て い る 。 内的 に は私 た ち を取

り扱 うの に 聖 霊 と信 仰 と その 他 の 賜物 と に よ っ て お られ る 。 しか しな が ら ， そ

の 度合 と順 序 が ど うで あ ろ う と ， 外 的 な事 柄 が
， 当然 か つ

， 必 然 的 に 先行 す べ

きで あ り
， 内 的 な事柄 は そ の 後 に 来 り， 外的な 事柄 を通 して 起 る こ とで ある 。

従 っ て ， 神 は
，

い か な る人 間 に も外 的 な事 柄 を経 ず して は ， 内 的 な 事 柄 を与 え

ぬ 決 心 をな さ っ た の で あ る 。 神 が そ の 目的 の た め に 考慮 に 入 れ た もうた 外的な

言葉や し る し な し に は
， 神 は 霊 に しろ ， 信 仰 に し ろ ， 何 び と に も与 え た ま わ な

い か ら で あ る 」
9）

。
ル タ ー に お い て 人 間 の 内 に あ る も の は 罪 で あ り， 人 間 の 救

い は 外的 （extra 　nos ） な 神 の 言 葉 に 頼 る こ と に あ る 。 そ れ ゆ え， 神 の 言 葉 は ，

人 間 の 感情 や 理 性 に よ っ て 自由に 解釈 され る もの で は な い 。 神 は み 言葉 を通 し

て 聖 霊 を人 間 に 賜 わ るの で あ っ て
，

そ れ 以 外の 方法で 神 に 近づ くこ と は ， 裸 の

神 （Deus　nudus ） に 至 ろ う とす る努力 で あ る 。 裸 の 神 は ， 律法 に よ っ て 人 間

を焼 き尽 くす 。 そ れ は 入 間に と っ て 死 を意味 す る
1°）

。 信仰義認 の 教理 も こ の 観
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点 か ら理 解 さ れ ね ば な ら な い
。 神 の 賜 物 で あ る イ エ ス ・キ リス トは

， 人 間 に と

っ て 外的 （extra 　nos ） で あ り， そ れ を受 け入 れ る こ と に よ っ て 義 と さ れ る こ

とが 信 仰 義 認 な の で あ り ， そ の 信 仰 と は 内面的依 存 感 情 と い っ た も の を全 く指

して い な い
11 ）

。

　ル タ ー の 反 対者 た ち は こ の テ キ ス トに つ い て の 彼 の 解釈 に 多 くの 異 議 を持 ち

出 した 。
ル タ

ー は ，
ス イ ス 派 の 制定 語 の 解 釈 が 皆 互 い に

一 致 し て い な い こ と が

彼 ら の 聖 餐理 解 が 聖 霊 に 由来 し て い な い こ と を 示 し て い る ，
と 批 判 す る

’2）
。 ツ

ヴ ィ ン グ リは 「こ れ は わ た し の か らだ で あ る 」 を 「こ れ は わ た しの か らだ を意

味 す る （bedeutet）」 と 理 解 し ， ま た エ コ ラ ン パ デ ィ ウ ス は 「意 味 す る 」 で は

な く 「で あ る 」 で あ る と し な が ら も ， 「わ た し の か らだ 」 で は な く 「わ た し の

か らだ の しる し 」で あ る と す る 象 徴 説 と呼 ば れ る 理 解 に 立 っ た 。 カ
ー

ル シ ュ タ

ッ ト は ， キ リス トの 存 在 を局 所的， 範 囲 的 に 考 え ， キ リス トの か ら だ が 天 に あ

る な ら ば ，
パ ン の 中 に 入 る は ず が な い と主 張 した た め に

， 制 定 語 の Tuto （こ

れ は ） と は そ こ に 立 っ て い る キ リス トの か ら だ そ の も の を さ し て い る と理 解 し

た
’3＞

。 ス イ ス 派 の
一

致 し て い る 点 は 聖 餐 の パ ン とぶ ど う酒 に キ リス トの 現在 を

認 め ず ， そ こ に は単 に パ ン とぶ ど う酒 が あ る だ け で あ る と す る こ と で あ る 。 彼

ら の 間 に は 見解 の 相 違 が あ る 。
ル タ

ー は そ の 事実 が ， 彼 ら の 理 解 が 誤 っ て い る

こ と の 証 拠 で あ る と した 。

　 ツ ヴ ィ ン グ リの 解 釈 に 対 し て ，
ル タ ー は制 定語 の 「で あ る （ist）」 と い う 言

葉 が 「意 味 す る （bedeutet）」 と い う こ と と 同 じ 意 味 を持 っ て い る こ と が 聖 書

か ら証 明 さ れ な けれ ば な らい こ と を 要 求 す る 。 ツ ヴ ィ ン グ リ は 「キ リス トは ま

こ と の ぶ ど う の 木」 （ヨ ハ ネ 15 ：1） や 「キ リ ス ト は 岩 で あ る」 （1 コ リ ン ト

10 ：4） が 譬喩 （Tropus ） で あ る とす る 。 キ リス トは ぶ ど うの 木 で あ る わ け で

は な く， 岩 で あ る わ け で も な い
。 そ れ は 「キ リス トは ま こ と の ぶ ど う の 木 」 を

意 味 して い る と し て
， 聖 餐理 解 の 意味説 を主 張 す る 。

　 ル タ
ー は こ れ を批 判 して ， 意 味 す る と こ ろ の も の は ， 常 に

， 意 味 さ れ る と こ

ろ の も の よ りも下位 の もの で あ る こ と ， 全 て の 表徴 は
，

そ れ が 表徴 し よ う とす

る もの よ り下 位 の も の で あ る ， と 主 張 す る 。 彼 は ， 「ぶ ど う の 木 1 は こ こ で あ

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一
　136一

る新 し い こ とば， あ る他 の ， 新 しい
， 本当 の ぶ ど うの 木 で あ っ て ，

ぶ どう畑 の

ぶ ど う の 木 で は な い
。 キ リス トが 真実 に ほ ん と うの ぶ ど うの 木 の 本質 で あ り，

且 つ そ れ を持 ち た も う の で あ る
14 ）

， と述 べ る 。

　 さ ら に
，

ル タ ー は ，
エ コ ラ ン パ デ ィ ウ ス を駁 す る 論述 の 中 で

， 聖書 に お け る

譬喩 に つ い て ， きわ め て 興 味深 い 言及 を し て い る 。 「聖 書 に お け る あ ら ゆ る譬

喩 は ， 常 に 本 当の 新 し い もの を示 し て お り，
こ の 新 しい もの が た と え て い る も

の を さ して は い な い の で あ る 。 しか し な が ら ，
エ コ ラ ン パ デ ィ ウ ス は こ の こ と

を さ か さ ま に 考 え ， 本来 と は 逆 に ， 新 し い もの の た とえ と し て の 譬喩 や 新 しい

こ と ば を造 り出 し ， 『こ れ は 私 の か ら だ で あ る 』 と い う個 所 に お い て ， 『か ら

だ 』 は か ら だ の し る し ま た は た と え で あ る と考 え る 。 しか し ， も し も彼 が 聖 書

に 従 お う と思 うな らば ， 彼 は む し ろ そ の 『か ら だ 』 に 新 し い 意 味 を持 た せ
，

そ

れ を真 の 新 しい か ら だ と み な し， キ リス トの 自然 の か らだ は こ の 真の 新 し い か

ら だ に 対 す る た と え で あ る と考 え る べ き で あ る」
15，

。
つ ま り ，

ル タ ー
に お い て

は ， キ リス トの 自然 の か らだ が
， 新 しい た と え で あ る よ うな ， 第 二 の 新 しい か

ら だ を意 味 して い る の で あ る 。 制 定 語 は ，
こ れ は た と えで は な い 私 の 真 の 新 し

い か らだで あ る ， と読 まれ る べ き な の で あ る
16 ）

。
ペ リカ ン は 次 の よ う に 評 価 す

る ， 「ツ ヴ ィ ン グ リが 象徴 と よ ん だ も の を ル タ
ー

は 実在 と よ び ，
ツ ヴ ィ ン グ リ

が 実在 とよ ん だ もの をル ター は 象徴 と よん だ 。 ナ ザ レ の イ エ ス の 『自然 的 な』，

わ た し た ち の こ と ば で い え ば 『歴 史 的 な』 か ら だ は ，
ル タ ー に よ れ ば 主 の 晩 餐

に お い て あ た え られ た か ら だ の 象 徴 で あ っ た 」
1η

。 聖 餐 に お い て は 予 表 的 ・象

徴 的 ・ 意 味 的 な 受領 は 存 在 し な い 。 そ れ ゆ え に ， 聖 餐 に お い て ， キ リ ス トの 真

実の ま こ との か らだ が 必 然的 に 身体 的 に さ か れ た パ ン の 中に 現 在 し な け れ ば な

ら な い
。 こ れ こ そ は ル タ ー が 見 出 し た 聖 餐 の キ リ ス トの 身体 的現臨 （Real

Presence） で あ る 。

2． キ リス ト論 の 問題

（1） 「天 」「神 の 右 」の 概 念 と遍在

ツ ヴ ィ ン グ リの 意味説 に は ， 「こ れ は わ た しの か らだ で あ る」 の 聖句 の 解釈
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問 題以 外 に ， さ ら に 深 い 思 弁的背 景 が あ る 。 そ れ は ， 第
一一

に ， 先 に 述 べ た ヨ ハ

ネ福音書の 「肉 は何 の 役 に も立 た な い 」 （6 ：63） の み 言 葉 を拠 り所 と して ， 身

体的 に 食 す る こ と は魂 を救 う こ と に は 無 益 で あ る と す る理 解 で あ る 。 第 二 に

は ， 聖 書 と使徒信条 に よ っ て キ リス トは天 に 昇 り神 の 右 に 座 し た も う た とい う

こ と が 証 言 さ れ て い る ゆ え ， キ リス トの か ら だ は 再 臨 の 時 まで 天 に あ り ， そ れ

が 同 時 に 地上 に 存 在 す る ， す な わ ち パ ン の 中 に 現 臨 し て い る と い う こ と を意味

す る こ と は で き な い ， と い う こ と で あ る 。

　 こ こ で ， 問 題 に な る の は ， 「天 」 や 「神 の 右 」 と い う聖 書 の 語 句 は
一

体 何 を

指 し て い る の か と い う こ とで あ る 。 ツ ヴ ィ ン グ リの 反論 の 基礎 に な っ て い る も

の は ， 「天 」 や 「神 の 右 」 を ， キ リス トが 座 し ， 最 後 の 審判 の 時 に 現 れ る ま で

待 っ て い る特定 の 場所 とす る理 解 で あ る 。 彼 に よれ ば ， キ リス トの か ら だ は ，

あ く まで も天 に あ る の で あ る か ら ， 聖 餐 の 中 に 現 臨 す る こ と は 不 可 能 な こ と な

の で あ る 。

　 ツ ヴ ィ ン グ リは
， 「神 の 右 」が い ず こ に も あ る と い う考 え を否 定 した わ け で

は な い
。 彼 に お い て も ， キ リス トは神 の 遍在 （omnipresence ）を分 ち 持 つ の で

あ る 。 しか し ， そ れ は た だ キ リス トの 神性 に の み 当 て は ま る こ とで あ っ た 。 神

性 に 従 え ば ， キ リス トは ， 神 と等 し くあ り ， 永遠 で あ り， は じ め な く ，
い ず こ

に も存 在 し
， 全 て の も の を保 持 し ， す べ て の も の に 命 を 与 え る 。 人 性 に よ れ

ば ， キ リス トは有 限 で あ る 。 そ れ ゆ え に ， キ リス トの 人 性 ， キ リス トの か らだ

は 世の 終わ りまで 天 の あ る特定の 場所 に 存在 す るの で な けれ ばな ら ない
。 さ も

な け れ ば ， そ れ は 真 の 人 間 の か らだ で は な い の で あ る 。
ツ ヴ ィ ン グ リの 理 解 に

は ， カ ル ケ ド ン 的 な 両性の 区別 も見 られ る が ， そ れ 以上 に ， そ の 両 性 は 完全 に

分離 し て い る 。
ル タ

ー は こ こ に ， プ ラ ト ン 的 な 二 元論 の 危険 を明 白に 感 じ取 っ

た に 違 い な い
。

一
方 ， ツ ヴ ィ ン グ リは ， キ リ ス トの か らだ が 同時 に 天 に も地上

に も存 在 す る と い うル タ ー
の 考 え は マ ル キ オ ン 主 義 ， す な わ ち ． 仮 現 説 に 至 る

と確信 して い た 。
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　 （2） 受肉 した神 ， キ リス ト

　ヴ ィ ッ テ ン ベ ル ク と チ ュ
ー リ ッ ヒ の 二 つ の 宗 教 改 革 運 動 の 間 で 起 こ っ た 聖 餐

論争 の 根 本的 な 問題 は ， 第
一

に 聖 書 解釈 の 問題 で あ っ たが ， 第二 に は キ リス ト

論 的 な 問題 で あ る 。
ル タ ー の キ リス ト論 を理 解 す る た め に は ， 彼 の 神 学 の 端緒

へ と溯 らな けれ ば な らな い
。 それ は 厂そ れ ゆ え十字架 に っ け られ た も うた キ リ

ス トの 中に ， ま こ との 神学 と神認 識 が 存 す る （
“ Ergo　in　Christo　crucifico 　est

vera 　theologia　et　cognit ｛o 　Dei．” ）」18 ）
とい う こ と以 外 の 何 もの で もな い

。 神 は

受 肉 し ， 人 とな られ た キ リス トに お い て の み ， わ れ わ れ に 自己 を啓示 した も う

（Deus 　 revelatus ）。 キ リス トす なわ ち ， キ リス トの 人 間性 に お い て わ れ わ れ は

神 を持 つ
。 キ リ ス トで あ る神 は ， 真 の 神で あ り， 苦難 と十字架 の 巾 に 隠 さ れ て

お り， 「わ が 神 ， わ が 神 ， ど う し て わ た し を お 見 捨 て に な っ た の で す か 」 と叫

ぶ 神 で あ る 。
こ れ こ そ が

，
ル ター の 終 生 変 わ らぬ 神 観 で あ っ た 。

こ の イ エ ス ・

キ リス トの 位 格 の 理 解 は ， 宗 教 改 革 に お い て な さ れ た 新 し い 発 見 で あ る 。

　対 照 的 に
，

ツ ヴ ィ ン グ リは ， 中世 ス コ ラ 主義 の 特 徴 で あ る キ リ ス トの 両性 の

厳 密 な 区別 に と ど ま っ て い た 。 ザ ッ セ に よ れ ば ， 少 な く と も 中世後期 の 全 て の

ス コ ラ 学者 は ， キ リス トの 肉体 は 天 の 特 定 の 場 所 に 存在 し て い な けれ ば な ら な

い と い う ツ ヴ ィ ン グ リの ．見解 を等 し く共 有 し て い る 。

　 トマ ス の 実 体 変 化 説 （transubstantiation ） 1こお い て は ， キ リス トの か らだ

は 天 に 存在 す る ゆ え に
，

パ ン の 実 体 （substance ） が キ リス トの か ら だ の 実 体

に 変化 す る こ と に よ っ て の み ， 祭壇 の 上 に 存在 し う る 。
こ の 中世的 な遺産 が ツ

ヴ ィ ン グ リを し て
， 神 は イ エ ス ・キ リス トの 人 間性 に お い て の み 啓示 され る と

い うル タ
ー の 見解 を 受 け入 れ る こ と を不可 能 に した の で あ る 。 ツ ヴ ィ ン グ リの

キ リス ト論 の 明 らか な弱 さ は ， キ リス トの うち に ， 神性 と人性の 全 き統一 を見

る こ と が で き な い こ と で あ っ た
。

ツ ヴ ィ ン グ リ は
，

ル タ ー が 信 ず る
“

com −

municatio 　idiomatum （属
丿1生の 交流）

”

の 教理 を正 確 に 把 握 す る こ とが で き な

か っ た 。 彼 は
，

そ れ を
“

alleosis （属 性 の 交 替 ）
”

と して 理 解 す る の み で あ っ た 。

す なわ ち
， 彼 は ， 神性 の 属性 を人 性 に 帰 し， 人 性 の 属 性 を神性 に 帰す と い う よ

う な語 り方 を用 い た の で あ る 。
ル タ ー は ツ ヴ ィ ン グ リの

“

alleosis
”

を激 し く批
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判 して い る
19 ）

。
ル タ

ー に と っ て ，
ツ ヴ ィ ン グ リの

“

alleosis
”

は ， キ リ ス トを た

だ 人性 の み が 苦 しむ よ うな 貧弱 な 救 い 主 を提示 す る に す ぎ な い もの で あ る 。 そ

し て
，

そ れ が イ エ ス ・キ リ ス トの 位 格 の 統
一

と受 肉 の 秘 儀 性 を破壊 す る 結果 に

至 る こ と を ル タ
ー

は 見 て い た の で あ る
2 °）

。

　ル タ ー の キ リ ス ト論 の 大 き な 特徴 は ， 後 の ル タ ー 派正 統主義が ，

“

genus

majcstaticum
”

と呼 ん だ も の で
， キ リス ト の 人 性 が 「全 能 （omnipotence ）」

や 「遍 在 （omnipresence ，
　ubiquity ）」 と い っ た 神性 の 固 有 性 を 分 ち 持 つ と い

う もの で あ る
21 ）

。
ル ター に お い て は ， キ リス トの 人 性 も遍 在 し得 る と い う こ と

に な る 。

　 ル タ ー 派 と 改 革 派 の 相 違 は こ こ に 現 れ る 。 改 革 派 に お い て は ，

“
Extra

Calvinisticum
”

と呼 ば れ る よ う に ， キ リス トの 神性 は ，
と ら え る こ と が で き

な い もの で あ り， 人 性 の 外 に も あ り ， また 人 性 の 中 に も存 在 し ， 人 格 的 に 結 合

し て い る
22｝

。 ツ ヴ ィ ン グ リに お い て は ， さ ら に ， 神的啓示 は キ リ ス トの 外 で さ

え起 こ り う る の で あ る
23 ）

。

　 ル タ
ー

は ， 神 性 の 充満 が イ エ ス の 内 に 宿 っ て お り， そ れ は キ リス トの 復 活 と

昇 天 の 後 だ け で な く， 受 肉 以 来始 ま っ て い る こ と を ， 信 じ且 つ 説 い て い た 。 有

限 な る 人 間が どの よ うに して 無限 で あ る 神 を宿 す こ とが で き る の か と い う問 い

に 対 し て は ，
ヨ ハ ネ 福音書第 1 章 14 節 「言 は 肉 体 と な り」 の 聖 書 の 言葉 が 強

力 に ル タ ー を 支 え た の で あ る 。

　 ル タ ー と ツ ヴ ィ ン グ リの 間 に 横 た わ る 溝 が こ れ ほ ど 大 き な もの で あ れ ば ，

両 者が 決 し て
一

致 に 至 ら な か っ た 事 態 は 無 理 もな い こ と で あ る 。
ル タ ー の ， 上

に 述 べ て き た よ うな キ リス ト理 解 が ， 主 の 晩餐 に お け る キ リス トの か らだ の 存

在 を可 能 に し た
。

ツ ヴ ィ ン グ リは ，
ホ ニ ウ ス に 従 い

， そ の よ う な 奇 跡 を否 定 し

た
L’　4）

，

　 ツ ヴ ィ ン グ リ は 全 て の 奇 跡 を信 じ な い 合 理 主 義者 で は な い
。 病 人 の 癒 しや 復

活 な ど ， そ れ に 関 わ っ た 人 間 が 見 る こ とが で き る奇跡 は ， 彼 は 受 け入 れ る の で

あ る 。
し か し ， 聖 餐 に お け る Real　Presence に つ い て は そ う で は な い

。 肉 体

は 知 覚 で き る もの で あ り ， キ リ ス トは 知 覚 で き る 仕 方 で 苦 し まれ た の で あ る か
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ら ， キ リス トの 肉体 が 聖 餐 に あ る とす る な ら ば ， そ れ は 知覚 で き る仕 方 で そ こ

に 現在 し な けれ ば な ら な い
，

と彼 は 主 張す る
25）

。

　ル タ ー は こ れ に 対 して ， 神 の 子 キ リス トが 聖霊 に よ っ て 母 マ リヤ の 胎内 に 身

ご もら れ た 受 肉 の 奇 跡 が ， 神 の な さ れ た 多 くの 奇 跡 の な か で も最 高 の もの で あ

り， そ し て ， そ れ は 不 可 視 的 で あ る と ， 反 論 す る
26 ）

。 キ リ ス トは 天 に お い て

も ， 聖 餐 に お い て も ， 可視 的 な 方 法 や 肉 的 な 目 を も っ て こ こ に あ り， あ そ こ に

あ り と判断 し得 る もの で は な い の で あ る
27）

。

3． Real 　Presence の 可 能性

　 ル タ ー は 1こ れ は わ た しの か らだで あ る 」の 聖 句 に つ い て の 自分の 解釈 が キ

リス トの 昇 天 の 教 理 に 矛 盾 し な い こ と を主 張 した 。 キ リス トの 人 性 が ， 彼 の 神

性 に 参 与 し て い る ゆ え に
， キ リス トの 肉体 は 神性 の 遍在 を共有 し て い る 。 「あ

な た が 取 る か ら だ と あ な た が 聞 く言 葉 は ， 御手 の うち に 全世 界 をお さ め ，
い ず

こ に も存在 3 る 方 の も の で あ る」
28 ）

。 後 に 改革派 が 名 づ け た
“

ubiquity （遍

在 ）
”

は キ リス トの 肉体 に 帰 せ ら れ る こ とが 明 白で あ る 。 キ リス トの 肉体 は御

父 の 右 に 座 し ，
い ず こ に も存在 す る 。

な ぜ な ら ， 神 の 右 は い ず こ に も存在す る

か ら で あ る
29 》

。

　 ツ ヴ ィ ン グ リの 反 論 は
， キ リス トの 肉体 が 遍在す る の で あれ ば ， それ は ， 普

通 の パ ン や そ の 他 自然 界 の ど こ に で もキ リ ス トの 肉体が 存在す る こ と に な り ，

わ れ わ れ は サ ク ラ メ ン ト無 し で も ， キ リス トの か ら だ を持 つ こ とが で き る こ と

に な る ， と い う もの で あ っ た 。

　 ル タ ー は こ れ に 答 え て
， キ リス トの か らだ が 単 に そ こ に あ る と い う こ と と

，

そ れ が 「あ な た の た め に 」 そ こ に あ る とい う こ と は違 う と主 張 した 。 そ れ に よ

れ ば ， わ れ わ れ は ，
キ リ ス ト御自身 が 約束 さ れ た そ の 場 所 ， 聖餐 に お い て キ リ

ス トを 見出す こ とが で き る の で あ る
30）

。

　 ル タ
ー に お け る遍在 の 概念 は ， 単 に 神 は い ず こ に も存在す る と い うだ け の も

の で は な い
。 神 は 同 時 に ど こ に も存在 し な い こ と が 可 能 な の で あ る 。 な ぜ な

ら， 「神 の 右手 」は ， キ リス トの か らだ が 座 し て い る特定 の 場所 で は な く， 神
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御 自身 の 全 能 の 力 で あ り ， ど こ に で も存 在 す る と 同 時 に ， ど こ に も存 在 し な い

こ と が で き る か らで あ る
31 ）

。
ル タ ー に お い て は

， 母 マ リヤ の 胎 も ま た 「神 の

右 」「天 」 で あ る 。
ル タ

ー の 遍 在 の 概 念 は ， し ば し ば ，

一
種 の 汎 神 論 と 誤 解 さ

れ る
32 ｝

。

　 彼 は ， 中世 哲 学 の 古 典 的 な 存 在 の 三 つ の 様 態 の 考 え 方 を 受 け 入 れ て い る 。

す な わ ち ，
Localiter （局所 的 に ） ま た は Circumscriptive（範 囲的 に ），

　 Dif−

finitive（非 限 定 的 に ）， 及 び Repleptive （充 満的 に ） の 三 つ で あ る
33 ）

。 第 一
の

も の は
， あ る も の が 10caliter （局 所 的 に ） ま た は circumscriptive （範 囲 的

に ） あ る 場 所 に 存 在 す る こ と で あ る 。 た と え ば酒 や 水 が 樽 の な か に あ る よ う

に
， 場 所 と物体 が そ の 中 で 互 い に

一 致 し， あ て は ま り ， 匹 敵 し あ う よ う な 場 合

で あ る 。 歴 史 的 イ エ ス の か らだ は ，
こ の 第

一
の 存在様式 に 当て は ま る 。

ツ ヴ ィ

ン グ リや そ の 他 の Real　Presence に 反 対 す る 者 た ち に と っ て は ，
こ の 様 式 以

外 で は ， キ リス トの か ら だ は 考 え る こ とが で き な か っ た
3
％ 第二 に

， あ る 物体

が ， あ る場 所 に お い て ， 手 で 触 れ て 分 る よ うな 仕 方で 存在せ ず ， ま た ， そ れ が

存在 し て い る空 間の 寸 法 に し た が っ て 測 られ ず ，
しか も ， 多 か れ 少 な か れ 若 干

の 空 間 を 占 有 す る よ う な 場 合 に は
，

そ の 物 体 は diffinitive（非 限 定 的 に ），
っ

ま り ， 範囲 づ け られ な い 仕 方 で 存在 す る こ と に な る
35 ）

。 第三 は あ る もの が あ る

と こ ろ で repleptive （充 満 的 に ）， 超 自然 的 に 存 在 す る と い う こ と で あ る 。 そ

れ は ， 何 か が 同時 に 完 全 に あ ら ゆ る と こ ろ に あ っ て ， あ ら ゆ る と こ ろ を 充満 し

つ つ
， し か も ， そ の 占有 す る 場 所 の 空 間 に よ っ て み れ ば尺 度 づ け られ た り ， 範

囲 づ け ら れ た り し な い 場 合 で あ る 。 オ ソ カ ム に よ れ ば ， 存 在 の こ の よ う な あ り

方 は 神 に の み 属 す る もの で あ っ て
36 ）

，
こ れ に つ い て は 預 言者 エ レ ミ ヤ 〔23 ：23

以 下 〕 に 次 の よ う に 語 ら れ て い る 。 「神 は た だ 近 くの 神 で あ っ て ， 遠 くの 神 で

は な い の で あ る か ， 私 は 天 と地 と に 満 ち て い る で は な い か 」 と 。
こ の 在 り方

は ， す べ て を 越 え て お り， わ れ わ れ の 理 性 を越 え て 把 握 し が た い も の で あ り ，

信 仰 の み を も っ て 知 られ ， た だ み 言葉 の 中に の み 保持 さ れ る の で あ る
3η

。

　 ル タ ー
に よ れ ば ， 神 で あ り 人 で あ り ， 両 性 を 分 た れ ず

一
つ の 位 格 の 中 に 存 在

され る キ リス トは ， ．L記 の 三 様 の 存在様 式 を全 て 併 せ 持 っ て い る 。 第
一

は ， 彼
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が か らだ を も っ て 地 上 を歩 くよ うな範 囲づ け られ た身体 的 な あ り方 で あ る 。 キ

リス トの 復 活 の か らだ ， また ， 最後 の 日 に来 られ る （再臨 の ） キ リス トの か ら

だ も，
こ の 存在様式 に 帰 さ れ る

38 ）
。 キ リス トは ， 御 自身 が 欲 す る と こ ろ に お い

て
， 身 体 的 範囲的 な 仕 方 で 自 ら を示 す こ とが で き る の で あ る 。

　第 二 の 範囲づ け ら れ な い 霊 的 な あ り方 は 空 間 を 占有 し た り空 間 に 応 じた り し

な い で ， 彼 の 欲 す る ま ま に す べ て の 造 ら れ た もの を通 り抜 け る あ り方で あ る 。

キ リス トが 閉 じ ら れ た 墓 を 通 過 し ， 閉 じ ら れ た 戸 を 通 り過 ぎ る 時 に
，

ま た
，

キ リス トが 母 の 胎 か ら生 ま れ た 時 に は
，

こ の よ うな あ り方 を され た の で あ る 。

そ して
， 聖 餐 に お い て パ ン や ぶ ど う酒 の 中に 存在す る キ リス トの か らだ は こ の

第二 の あ り方 に 属 す る の で あ る
39 ）

。

　オ ッ カ ム は キ リ ス トの か ら だ を ， 概 し て ，

“

esse 　diffinitive（非 限 定 的存

在）
”

に 帰 す こ とで 満足 し て い た 。
ル ター

は ， 自身 の キ リス ト論 を 土 台 に して ，

Real　Presence を こ の 存在 の あ り方 の も の と し て 理 解 し た の で あ る
4 °）

。 ザ ッ セ

は ，
こ の 局 所 的で な く， 範囲 づ け られ な い

， 霊 的 な 存在 の あ り方が ， キ リス ト

の 栄光 化 さ れ た か ら だ の 存在 で あ る と言 う 。 キ リス トは 最 後 の 晩 餐 に お い て ，

弟子 達 を 前 に して こ の よ うな あ り方 を さ れ た 。 彼 は そ の 時 に パ ン とぶ ど う酒 と

共 に 御 自身 を差 し出 さ れ た の で あ る 。 ザ ッ セ に よれ ば ，
こ の 奇跡 に こ そ ， キ リ

ス トの 隠 さ れ た 栄 光 が 表 さ れ て い る 。
ル タ ー 派 の 教理 に お い て は

， イ エ ス ・キ

リス トの 栄光 は ， キ リ ス トの 復 活 や 昇 天 か ら始 ま る の で は な く， す で に 受 肉 に

お い て 始 ま っ て い る の で あ る
41 ）

。

　ザ ッ セ の 指 摘 は ， 言 い 換 え る な らば ， 神 の 栄光 を ど こ に 見 る か と い う 問題 で

あ る 。 改 革 派 に お い て は ， 「こ こ ろ を 高 くあ げ よ （sursum 　corda ）」 の 言 葉 が

象徴す る よ うに
， 天 上 の神 の 右手 に い ます キ リス トに 栄光 を帰 す 。 しか し，

ル

タ ー に お い て は ， 対 照 的 に ， 神 の 栄 光 は ， 神 が 御 自身 を低 め て 人 と な られ た と

い う受 肉 の 事 実 に 見 られ る の で あ る 。
ル タ ー は 常 に

， す で に 「与 え られ て い る

も の （das　Gegebene）」 か ら 出発 し て 神 学 し た 。 神 か ら与 え られ た 約 束 の 言葉

で あ る 聖書 ，
こ の 世 の 外的秩序 な ど は ，

ル タ ー の 神学 に お い て きわ め て 重 要 な

位置 を 占め て い る 。
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　第三 の あ り方 は
， 第 二 の あ り方 以 上 に 自然 や 理 性 を超 越 し た

， 「た だ 神 に よ

っ て の み 考 え られ 知 ら れ て い る 」 あ り方 で あ る
42 》

。 そ こ で は
， キ リス トは ， 被

造 物 を は る か に 越 え ， 同 時 に
， 被 造 物 の た だ な か 深 く存在 さ れ る 。 キ リス トの

人 性 は 神 と 分 け る こ と の で き な い
一

つ の 位格 を形 成 し て い るか らで あ る 。

　 こ こ で は ル タ
ー

は ， 多 少 トマ ス や オ ッ カ ム の 哲 学 に 引 き 寄 せ ら れ た 議 論 を 展

開 し て い る 。 ザ ッ セ に よ れ ば ，
ル タ ー は ツ ヴ ィ ン グ リの よ う に 哲 学 的 な 理 由で

Real　 Pl　esence を否 定 す る 者 に 答 え る 目 的 で こ の よ う な 議論 を 行 っ た の で あ

る 。 天 と は 宇 宙 の 中の あ る場 所 で あ る と考 え て い た 中世 の 世 界 観 に 対 して ，

“ Dcxtera　 dei　 ubique 　 est （神 の 右手 は い ず こ に もあ る ）
”

と い う中世 の 科学 と

神学 を 覆 す 言葉 を ル タ ー が 発 し た 事 実 を見 れ ば ， 彼 が い か に 哲学か ら独 立 して

い た か が 分 る
43 ｝

。

　 ル タ
ー

の こ の 存在様式 に 関す る 議論 の 要 点 は
， 中世哲学 の 思 考 を 受 け 継 ぎな

が ら も ， そ の 存 在 の 三 つ の 様式 の 全 て を ， キ リ ス トの 肉体 に 帰 し て い る こ とで

あ る 。
ル タ ー に お い て は

， 位 格 の 統
一

の ゆ え に キ リス トの 人 性 は神 性 に 入 り込

み
， 本質的 な神 に 達 し ， 神 と

一
致 し ， 神 の あ る と こ ろ に は そ れ もあ る の で ， キ

リ ス トの 人 性 も位格的 に は 神 で あ り ， そ れ ゆ え に
， キ リ ス トの 肉体 は ど こ に で

も存在 す る の で あ る
44 ）

。

　ル タ ー は ， 使 徒 信 条 の 告 白 に よ っ て 「キ リ ス トの か らだ は 犬 に あ る」 と考 え

る ツ ヴ ィ ン グ リや 改 革 派 に 対 し て
， キ リス トが も し も一

つ の と こ ろ で 神で あ り

人 で あ る な ら ば ， な ぜ
， 他 の 場 所 に お い て も神 で あ り人 で あ る こ とが で き な い

の か
，

と 問 う 。 カ ル ヴ ァ ン 主 義 者 は 「有限 は 無限 を 容 れ 得ず」 （finitum　 non

capax 　infiniti）の 標語 を持 ち 出す 。 し か し，
こ れ は ， 改革派 が 作 り出 し た ル タ

ー
派 に 対 す る 批判 原 理 で あ っ て ，

こ の よ う な 批 判 原 理 は 人 間 を 救 う 力 を 持 た な

い の で は な い か
。 キ リス トの 神性 と肉体が 分 離 され て し ま っ て い る キ リス トと

の 結 合 が 救 い に な る の か ， と わ れ わ れ は 問 い 直 す 必 要 が あ る だ ろ う 。
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4． Unio 　Sacramentalis （礼 典 的 一 体性 ）

　 （1） Unio　Sacramentalis　 ル タ ー
派聖 餐論 の 特 色

　 ル タ
ー

は ， ス イ ス 派 の 抗 議 に対 し て ， 自己 の 理 解 す る Real　 Presence と ロ

ー
マ ・カ ト リ ッ ク の 実体変化説 と し て の Real　Presence と の 相 違 を 明 確 に し

な けれ ば な ら なか っ た 。 こ の こ とは
，

キ リス トの 肉体 と聖餐 の 物素 との 関係 に

つ い て 答 え る こ と を意 味 して い た 。 言 い 換 え る な らば， 聖餐 の パ ン と ぶ ど う酒

とい う物素 を ど う と ら え る か と い う問題 で あ る 。 聖 餐 論 を ど の よ うに 考 え る か

の 急所 が こ こ に あ る 。

　ル タ ー に と っ て
， 実体変化 の 概念 は

，
Real　Presence の 真 理 を説 明す る に は

不 十 分 か つ 不 適切 な 理 論 で あ っ た 。 ル タ ー の 聖 餐論 を言 い 表 す た め に ， 共在説

（consubstantiation ） と い う表現 が し ば し ば用 い られ る が そ れ は 適 当 で は な

い
。 様 々 な 理 論 の 中で ， 最 もル タ ー

の 理 解 に 近 い の は
， 確 か に 共在説 で あ る

が
，

ル タ
ー

の 教 理 は ，
二 つ の 実 体 が 共存 し て い る とい う よ うな 哲学的 な 理 論 で

は な い
45｝

。

　ル タ ー は キ リス トの か らだ が ，
パ ン の 中 に

，
パ ン の も と に あ る と 主 張 した 。

しか し， 「の 中 に （in）」， 「と共 に （mit ）」「の 下 に （unter ）」 は Real　 Presence

の 秘儀 を表 現 す る た め に 止 む を得 ず用 い た 言 葉 で あ っ て ，
ル タ ー は 「こ れ は わ

た し の か らだ で あ る」 の 本文 そ の ま ま の 方が キ リス トの か らだの 現在 を は る か

に強力 に表現 して い る と して ， そ れ が そ の ま ま に 受 け入 れ られ る べ き こ と を期

待 し た
46）

。

　ル ター は 聖餐 の 物素 とキ リス トの か らだ と 血 と の 礼 典 的一 体 性 （Unio　 Sa −

cramentalis ） を説 い た 。 彼 は 聖 別 さ れ た物素 に 起 こ る こ と は キ リス トの か ら

だ に も起 こ る と主 張す る 。

…
方で は ， 聖餐 の 物素 と キ リ ス トの か らだ との 結 合

を否 定 し
， 物 素 で は な く， 聖 餐式 の 行為 に キ リ ス トの 現 在 を見出 した メ ラ ン ヒ

トン や カ ル ヴ ィ ニ ス トらが お り， 他 方 に は ， 実体変化説 の ロ ー マ ・カ ト リ ッ

ク
，

ル ター
と混 同 さ れ易 い 中世末期 の 共在説 が 存 在 す る 。 そ れ ら と の 対比 の 中

で
，

こ の 礼 典 的
一

体 性 （Unio　Sacramentalis） こ そ が ル タ ー
の 主 の 晩 餐 の 教
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理 の 特 徴 で あ る 。

　熱狂 主義者 た ち は ， 教皇 ニ コ ラ ウ ス が ベ レ ン ガ リウ ス に 強制 し， キ リス トの

真 の か ら だ が 歯 で 噛 み 砕 か れ る と告 白 さ せ た こ ど
7 ）を非 難 し て い る が ，

ル タ
ー

は ， 聖 餐 の パ ン を食 す る者 は ， キ リス トの 純粋 な真 の か らだ を食 す る とい う礼

典 的
一

体性 の 現 実 を保 持 す る た め に ， 教 皇 ニ コ ラ ウ ス に 好 意 的 で あ っ た
48 ）

。 そ

れ で は ，
ル タ ー が 主張 す る 礼典 的

一
体性 （Unio　 Sacramentalis） と は ど の よ

うな もの か 。 彼 は
，

ル タ
ー 派 の 信 仰 告 白 と な っ た 重 要 な 書 ， 『キ リス トの 聖 餐

に つ い て
， 信 仰 告 白

一
五 二 八 年』 の 中で

，
そ れ を明 ら か に し て い る

。

　（2） Praedicatio　ldentica（同一 性の 陳述）の 問題

　人 間 が 石 や 木 で あ っ た り ， ろ ば が 牛 と な っ た りす る こ と が で き な い よ う に
，

二 つ の 異 な る 実 体 （substantia ） が 一
つ の 実体 に な る こ と は で き な い の は 真理

で あ る 。 そ れ ゆ え ，
パ ン と キ リ ス トの か ら だ が 「こ れ は わ た し の か ら だ で あ

る 1 とい う こ とば に お い て
一

つ の もの に な る こ と は 矛 盾 に な っ て し ま う 。
ウ ィ

ク リ フ も ソ フ ィ ス トた ち も こ の Praedicatio　ldentica　de　diversis　 naturis （相

反 す る性 質 に つ い て の 同
一

性 の 陳述 ） に 躓 い た 。 ソ フ ィ ス トた ち は ， キ リス ト

の か ら だ を保 存 し て ，
パ ン を 去 ら せ た 。 彼 ら は 「こ れ は わ た し の か ら だ で あ

る 」の 言葉 と 共 に パ ン とパ ン の 本質 は 消 え去 り， 「こ れ は 」 と は パ ン で は な く ，

キ リス トの か らだ を指 し示 す と考 えた 。

一 方 ，
ウ ィ ク リフ は パ ン を保存 して

，

か ら だ を 拒 否 し， 「こ れ は 」 と はパ ン を 指 し示 し ，
か ら だ を さ して い な い と理

解 した 。
ル タ ー は ，

こ れ らの 両方 を誤 り と し，
パ ン もか らだ も両方残 っ て い な

け れ ば な ら な い
， と し た 。

　ル タ ー は ， 理 性 や Logica （論 理 ） に 反 し て ，
二 つ の 相 反 す る 実体 が 実際的

に も名 目的 に も
一

つ の 実 体 で あ り う る と主 張 す る 。 彼 は コ リ ン ト人 へ の 第 二 の

手紙 10章 5 節
49 ｝

を 引 き つ つ
， 人 間 の 理 性 や 知 恵 は 神 の 言 葉 と命令 に 沈 黙 しな

け れ ば な ら ず ， 「こ れ は わ た し の か らだ で あ る 」 と い う明 瞭 で 確 実 な 言葉 を も

っ て 神 が わ れ わ れ に 語 ら れ る ま ま に ， わ れ わ れ は そ れ を受 け 入 れ ， 固守 しな け

れ ば な ら な い とす る 。
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　三 位
一

体 の 神 の 信仰 は ， 父 と子 と聖 霊 が それ ぞ れ 三 つ の 異 な っ た 位格 （per・

son ） で あ りつ つ
， し か も そ れ ぞ れ は た だ 一

つ の 神 で あ る と い う こ と を 信 ず

る 。 ル タ ー に よ れ ば ， 本性 や 実体 の
一

体性 が 違 っ た 位格 を作 る こ とが で きて

も，
そ れ で も同

一
の

一
つ の 本 質 と言 わ れ る の で あ れ ば ，

パ ン とか らだ の よ う な

二 つ の 違 っ た 物 が 同
一

の
一

つ の 実体 で あ る と 言 わ れ て も ， そ れ は 聖 書 に も信仰

箇条 に も反 しな い
。 キ リス トを指 さ し て

， 「こ れ は神 の 子 で あ る」 と か ， 「こ の

人 は 神 の 子 で あ る」 と 言 う場 合 ， 「こ れ は 」 が 人 で は な く神 を さ す た め に ， 人

性 が 無 くな っ た りす る必 要 は な く ， む し ろ ， 人 性 が な け れ ば な ら な い
。

　聖 霊 は鳩 の 姿 で キ リス トに 降 っ た と福 音 書 記 者 が し る し ，
ペ ン テ コ ス テ の 日

に風 と炎 の 姿 で （使 徒 2 ：2） 弟 子 達 に 降 り， ま た ， タ ボ ル 山 に お い て は 雲 の

姿で （マ タ イ 17 ：5）降 っ た と 聖 書 に は 書か れ て い る
。

そ こ で は
，

聖 霊 な し に

鳩 だ け が い た の で も， 鳩 な し に 聖 霊 が あ っ た の で も な い
。 鳩 を さ し て 「こ れ は

聖 霊 で あ る」 と語 るの が 正 当で あ る 。 聖 書 は 率直 に 鳩 を見 る者 は 聖 霊 を見 る 者

で あ る と記 し て い る 。 そ れ は ． 聖 霊 と鳩 とい う違 っ た 二 つ の 存在 が ， 何 らか の

形 で 単
一 の 実体 と な っ て い る か ら で あ る 。

ル タ ー は こ の よ うな こ と を形 態 上 の

一
体性 と呼 ん で い る

5 °）
。

　そ こ で
，

パ ン と か ら だ は 二 つ の 違 っ た 実体 で あ っ た と し て も ， 1
一
こ れ は 」 と

い う言葉 が パ ン を さ し つ つ
， 「こ れ は わ た しの か らだ で あ る」 と い う こ とが 言

わ れ る の で あ る 。 聖 餐 に も二 つ の 違 っ た 種 類 の 実 体 か ら
一

つ の
一

体性 が 現 れ て

い る 。
ル タ ー は こ れ を 礼典的

一
体性 （Unio　Sacramentalis） と 呼 ぶ 。 キ リス

トの か ら だ とパ ン が 礼典 と し て わ れ わ れ に 与 え られ る か らで あ る 。

　 人 が パ ン を さ し て ， 「こ れ は わ た しの か ら だ で あ る 」 と語 る の は 正 し い
。

ヨ

ハ ネ が 鳩 を 見 た 時 に ， 聖 霊 を見 た と 述 べ た と同様 に ，
パ ン を 見 る 者 は キ リ ス ト

の か らだ を見 る 。 同 じ よ う に
，

パ ン を取 る者 は キ リス トの か ら だ を 取 り，
こ の

パ ン を 食 す る 者 は キ リ ス トの か ら だ を 食 す る こ と に な る
51 ）

。 聖 餐 の パ ン を 食

し ， そ れ を噛 む 者 は
，

ウ ィ ク リ フ の 教 え る よ うな 普通 の パ ン で は な くキ リス ト

の 純粋 な 真 の か ら だ を食 し こ れ を 噛 む の で あ る 。 こ の パ ン は ， ち ょ う ど鳩 が聖

霊 で あ り炎 が 天 使 で あ る よ う に
， 真 の キ リ ス トの か らだ で あ る か らで あ る

52 ）
。
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　二 つ の 異 な っ た 実体が 一
つ の 実体 と な る場 合 に は ， 文 法 は これ ら二 つ の 実体

を一 つ の こ と ば で 表 現 し ，
二 つ の 実 体 の 一 体性 を考 え る よ う に して 双 方 を

一
つ

の こ と ばで 述 べ る の で あ る 。 キ リス トに お い て は 神 と人 とが
一

つ の 位格的実体

に 構成 さ れ て い る の で ，
こ れ は 神 で あ り，

こ れ は 人 で あ る と語 られ る。 同様

に ， 聖 餐 の パ ン に つ い て も ， 「こ れ は パ ン で あ り ，
こ れ は か ら だ で あ る 」 と語

られ な り れ ば な ら な い
。

　異 な っ た 実体 の もの を
一

つ の もの と し て 呼 ぶ 話 し方 は 提喩 （Synecdoche）

と 呼 ば れ る
53 ）

。 Praedicatio　 Identica （同
一

性 の 陳 述 ） は
，

こ こ で は ， 提 喩

（Synecdoche） の こ と で あ る 。
ル タ ー は 礼 典 的

一
体 性 を こ の 話法 に よ っ て 言 い

表 し た の で あ る
。 次 に 引用 す る ル タ ー の 言葉 は

， 決 定的 で あ る 。

　「た と え か ら だ とパ ン が 二 つ の 違 っ た 本性 を 持つ もの で あ っ て も， ま た ， そ

　 れ ぞ れ が 自立 し て い た と して も，
さ ら に ， そ れ らが 互 い に 区別 さ れ ，

い ずれ

　 もが 互 い に 他 と異 な っ た もの で あ っ て も， そ れ ら が 結合 し て あ る ま っ た く新

　 し い 実体 と な っ て い る 場 合 に は ， こ の 新 しい 独 特 の 実 体 に 関 す る か ぎ り は ，

　 か ら だ とパ ン は そ の 差別 を 失い
， あ た か も

一
つ の もの とな り，

一
つ の もの と

　 し て 存 在 し ，

一
つ の もの と 呼 ば れ 表 現 さ れ る か ら で あ る 。 し か し ， そ の 場 合

　 に は
，

二 つ の も の の
一

方 が 消 え 去 っ た り焼 失 し た りす る と 言 う必 要 は な い
。

　 む し ろ パ ン もか ら だ も共 に 残 る の で あ る 。 しか も， 『こ れ 』 と い う こ と ば で

　 パ ン を 意 味 さ せ つ つ ， 礼 典 的 一 体 性 に よ っ て
， 『こ れ は わ た し の か ら だ で あ

　 る』 と言 う こ と が 正 し い こ と に な る の で あ る 。 な ん と な れ ば ，
こ の パ ン は も

　 は や か ま ど の 中 の ふ つ うの パ ン で は な く， 肉 の パ ン （fleischsbrod） あ る い

　 は か ら だ の パ ン （leibsbrod） で あ る
。

つ ま り，
キ リ ス トの か ら だ と と もに

　 一一
つ の 礼典 的 実体 と な り，

一 つ の もの と な っ た パ ン な の で あ る 。 同様 の こ と

　 が 聖杯 に お け る ぶ ど う酒 に つ い て も言わ れ る 。 す な わ ち 『こ れ は』 とい う こ

　 と ば で ぶ ど う酒 を さ し つ つ
， 『こ れ は わ た し の 血 で あ る 』 と語 る の で あ る 。

　 な ん と な れ ば
， そ れ は も は や 酒 倉 に あ る ふ つ う の ぶ ど う酒 で は な く ， 血 の ぶ

　 ど う酒 （Blutswein ） で あ り， キ リス トの 血 と と も に あ る
一一

つ の 礼典 的 な 実

　体 と な っ た と こ ろ の ぶ ど う酒 だ か らで あ る」
54 ）

。
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　ル タ
ー に と っ て ， 聖 餐 の パ ン は 理 性 の 捉 え 切 れ な い 仕方 で キ リ ス トの か らだ

で あ る 。
パ ン とキ リス トの か ら だ の 結合 は 哲学 的 な 理 論 や 説 明 で は 表 現 す る こ

と が で き な い
。 そ れ は ， た だ キ リス トの 言 葉 の 上 に の み 基 礎 付 け ら れ る 信 仰 の

対象 な の で あ る 。
ル タ ー は 提喩 （Synecdoche） す ら も こ の 秘儀 を表 現 す る

一

つ の 試 み に す ぎ な い こ と を知 っ て い た 。 彼 は そ う し て Real　Presence を 不可

能 とす る反 対 者 らの 誤 りを立 証 し よ う と した の で あ る 。
ル タ

ー
に お い て

， 重要

な こ とは ， 「い か に して パ ン が キ リス トの か ら だ と な る か 」 を 問 う こ と は 命 じ

ら れ て は お らず ， た だ 神 の 言 葉 が そ う語 る の で あ り ， 人 間 は秘儀的 な 事柄 に 対

し て 口 を つ ぐむ とい う こ と で あ る 。

　 Unio　 Sacramentalisは キ リ ス トの か らだ の 現 実性 と 同様 ， 物素 の 現 実 性 を

も真 剣 に 受 け 止 め る こ と を可能 に す る 。
Unio 　Sacramentalisは熱 狂 主 義者 ら

の 象 徴 的 理 解 や ロ ー マ ・ カ ト リ ッ ク の 実 体 変化 説 と 同 程 度 に 並 べ ら れ る こ と を

拒 む
。

な ぜ な ら
，

そ れ ら は物素 を ど う と ら え る か と い う こ と に 関 し て 真剣 で は

な い か ら で あ る 。 わ れ わ れ は 感覚的 な生 物 で あ る ゆ え ， 物素 を積極 的 に と ら え

る の で な けれ ば ， キ リ ス トの 実体 と の 結合 の 現実 性 を失 う。 人 間 は キ リス ト と

の 結合 に よ っ て の み 救 わ れ る の で あ る か ら， 「こ の パ ン が キ リ ス トの か ら だ 」

で な け れ ば な ら な い の で あ る 。 今 日 ， 広 義 の 改 革 派 プ ロ テ ス タ ン トは ， 物 素 を

軽視 し，
パ ン を ツ ヴ ィ ン グ リ的 な 「しる し」 と理 解す る 傾向 が 強い

。 教会 に 混

乱 が 生 じ る と き ， そ の 問題 性 が 聖 餐 に お い て 最 も明 瞭 に 露 わ に な る の は ， 宗 教

改革当時 も現代 も変 わ ら な い
。 聖 餐 の 軽視 は物素 の 軽 視 と密 接 な 関 係 に あ る 。

ル タ ー の 聖 餐 の 神学 こ そ が そ こ に 積極的 な 光 を 当て る もの で あ る 。

5． サ ク ラ メ ン トの 効 果

　（1）
“

vivificus　cibus （生 命 を与 え る 食 物 ）
”

　 ツ ヴ ィ ン グ リが ル タ ー の 教 理 の 中 に 見 た い くつ か の 不 条理 に つ い て は す で に

前述 し て き た 。 そ の うち の
一

つ は ， 身体的 な 食事 が 人 間 の 魂 を 救 う と い う考 え

で あ る 。 ツ ヴ ィ ン グ リは 「肉 は 何 の 役 に も立 た な い 」（ヨ ハ ネ 福音書 6 ：63）

と い う聖 書 の 言 葉 か ら そ の 確 信 を 得 て い た 。
ル タ

ー と ツ ヴ ィ ン グ リ の 間 に は ，
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霊 と肉 の 概念 の 大 き な 相 違 が あ っ た の で あ る 。

　ル タ ー は ツ ヴ ィ ン グ リの 霊 と肉 の 概念 に 反対 し つ つ
， 自己 の 概念 を 明 らか に

し て 言 う ， 「聖 書 に お い て 肉 と 霊 と が 対 立 し て お か れ て い る と こ ろ で は ， 肉 は

キ リス トの 肉 を意 味 して い な い
， そ れ は 古 き ア ダム で あ る」

55 ）
。 そ う で な け れ

ば ， 受 肉 は 無 益 な も の と な る 。 「肉 は 何 の 役 に も立 た な い 」 （ヨ ハ ネ福音書 6 ：

63） は キ リ ス トの 肉 を普通 の 肉 の よ う に 食 す る カ ペ ル ナ ウ ム 方 式 の 誤 解 に 対 し

て 向 け られ て い る の で あ る 。 キ リス トの 肉 は ， 真 の 肉 で あ る けれ ど も， 同時 に

霊 的 な もの で あ る 。 「キ リス トの 肉 は 聖 霊 に 反 し な い
。 む し ろ

， キ リ ス トの 肉

は 聖 霊 に よ っ て 生 れ 満 た さ れ て い るの で あ る」
56 ）

。

　 ル タ ー に お い て 聖 餐 が わ れ わ れ に も た ら す 効 果 と し て ， ザ ッ セ が 強 調 し て い

る の は 個 々 の 罪 の 赦 しで あ る 。 彼 は 「（個 々 の 罪 の ）赦 し は 内 的 生 活 を 強 め る

こ と へ と 導 く。 そ れ は聖 霊 を 与 え ， 生 命 を 永遠 に す る 」
57 ）

と述 べ て い る 。 個 々

の 罪 の 赦 し は 救 い へ と至 る の で あ る 。 「キ リ ス トの 肉 は 食 され た な ら ば， そ こ

か ら他 な ら ぬ 霊 が 来 る 。 な ぜ な ら ， そ れ は 霊 的 肉 （Geistfleisch，　 spiritual

flesh） で あ る か ら 。 そ し て ， そ の 霊 的 肉 は 変 化 さ せ ら れ る の で は な く， そ れ

を食 す る 人 を変 え ， そ の 人 に 霊 を送 る の で あ る 」
58 ＞

と ル ター は 言 う 。 個 々 の 罪

の 赦 し と聖 霊 は キ リ ス トの か ら だ と血 の 中 に 存 在 す る 。 そ し て ， 聖 餐 に お け る

身体 的 ， 霊 的 ， 両 方 の 飲 食 に よ っ て ， 信 仰 者 は キ リス トの 肉体 か ら力 を与 え ら

れ る の で あ る 。 ザ ッ セ は ， 聖 餐 が か らだ と魂 の 人 間全 体 に 与 え られ て い る と い

う理 解 は ル タ ー の 聖 餐 の 教 理 の 基盤的 な 要素 で あ り， 受 肉 と 密 接 に 関 連 し て い

る と指 摘 し て い る 。
ル タ ー は 「キ リス トの 制 定 に よ り ， 御 言 とキ リ ス トの か ら

だ は ， 心 で 霊 的 に 食 され る だ け で な く， 口 で 身体的 に も食 さ れ る 」 と 言 っ て い

る
59 ）

。

　 ザ ッ セ は，
ま た ， 聖 餐 の パ ン の 終末論的性格 も見 て い る 。

パ ン は キ リス トの

か ら だ で あ り ， そ こ に は 聖 霊 が 宿 っ て い る 。 そ して ， そ れ は ， 復 活 の 期 待 へ と

導 く もの で あ る 。
ル タ

ー
は 古代教 会 に お け る よ う な ， 人 間 を 牛 か す 食物 と して

の 物 素 と い う概 念 を 受 け 継 い で い る
6°）

。
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　（2）　
‘‘

Manducatio　impiorum　（indignorum）
”

　　　 「不信仰 者 （ふ さわ し くな い 者）の 陪餐」

　ル タ ー は
， 聖 餐 に あ ず か る者 の 中 に ， ふ さ わ し くな い 人 間 も混 入 して お り，

そ し て
， それ らの 者 も身体的 に キ リ ス トの か ら だ に 与 る こ と に な る こ と を知 っ

て い た
61 ）

。 聖 餐 に は 何 らの 象徴 化 もな い ゆ え に ， キ リ ス トの 真実 の か らだ が
，

裂 か れ た パ ン の 中 に 現在 し て い る か ら で あ る 。 「ふ さわ し くな い 」 と は ，
ル タ

ー に よ れ ば
，

パ ン が キ リ ス トの か ら だ で あ る こ と を わ き ま え な い こ と で あ

る
62 ）

。 ふ さ わ し くな い ま ま に 飲食 す る者 は
， 当然判決 な い し は罰 を受 け る こ と

に な る 。 な ぜ な ら ば
，

ふ さ わ し くな い 食べ 方や 飲 み 方 に よ っ て ， そ の 人 は 主 の

か らだ を non 　discernitす な わ ち ， わ き ま え な い で
，

パ ン と ぶ ど う酒 と が
， 主

の か らだ と血 と で あ る に もか か わ らず ， 単 な る パ ン とぶ ど う酒 に す ぎ な い か の

ご と く思 い
， 取 り扱 っ て い る か ら で あ る

63 ）
。

　 こ こ で ， 注 目 し な けれ ば な らな い の は ， ふ さ わ し くな い 者 の 聖 餐 の パ ン とぶ

ど う酒 の 受 領 と Real　Presence の 関係 で あ る 。 そ し て
，

そ の 関 係 は
，

ふ さ わ

し くな い ま ま で す る 飲 み食 い に よ っ て 招 く審 き に 明 瞭 に 現 れ る の で あ る 。
ロ ー

マ ・カ ト リ ッ ク に お い て は
，

ミサ の 執 行 者や そ れ に あ ずか る 者 の 信仰 や 倫理 的

態度 に は 関係 な く，
パ ン か ら 実体変化 した キ リス トの か らだ と血 に あ ず か る こ

と が で き る （Opus　operatum ）。
こ の 場 合 ，

パ ン に あ ず か る 者 が ，
ふ さ わ し い

か ど うか と い う こ と は ， それ ほ ど問題 に は な ら な い
。

一
方 ，

カ ル ヴ ァ ン 主 義 に

お い て は ， 審 き は む し ろ 父 な る 神 と の 関係 で と ら え ら れ る 。 審 き は 父 な る 神 の

御 意 志 か ら来 る と い っ て も よ い
。

カ ル ヴ ァ ン は こ の よ う に 言 う， fす な わ ち ，

天 上 の 最 も慈 し み 深 い 御 父 が か れ ら に 食 べ さ せ よ う と し た も うた ， こ の よ うな

食物 を味 わ う こ と も か ぐ こ と もで き な くす る こ と が そ れ で あ る」
64 ）

。 カ ル ヴ ァ

ン に お い て は 聖霊論 と予定論 が こ の 問題 に 関わ っ て くる 。 カ ル ヴ ァ ン の 理 解 に

関 し て 言 え る こ と は ， ふ さ わ し くな い 者 は ， 聖 霊 の 働 き に あ ず か っ て い な い た

め に ， 空 し く聖 餐 に あ ず か る と い う こ とで あ る 。 聖 餐 に お い て ，
ふ さ わ し くな

い 者 に も， キ リス トの 肉 と血 が 与 え られ る が ， 外面的 に あず か る の み で あ る た

め ， 聖 礼典 の 真実性 と 効力 と は 傷 つ くこ と な くそ こ に 残 る の で あ る
65 ）

。
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　ル タ ー に お い て は
，

パ ン が キ リ ス トの か らだ で あ る ゆ え ， 主 の か らだ を犯 す

犯 し方 も ， そ こ か ら受 け る審 き よ り も直接的 な も の と な る 。 つ ま り
， 審 き は キ

リス トの か ら だ で あ るパ ン そ の も の か ら来 る の で あ る 。
ル ター は ， ふ さわ し く

な い 仕方で パ ン を食べ る者 に と っ て ， そ れ は毒で あ り， 死 に 至 る と明 白に 言 っ

て い る
66 ）

。 こ の 点 は 極 め て 重 要 で あ る 。
パ ン は キ リス トの 肉体 で あ る 。 そ の 肉

に は 聖 霊 が 宿 っ て お り ， 力 を持 っ て い る
。 信 仰 あ る 者 に は 良 い 効 果 を もた ら

す 。 先 に 見た よ う に ， そ の 肉 は 罪 の 赦 し を与 え ， 聖 霊 を 送 り ， 魂 を強 め る ， 不

死 の 薬の よ う な もの で あ る 。 反 対 に ， 信 仰 な き者 に と っ て は ， 悪 い 効 果 を与 え

る 。
つ ま り ， 毒 で あ り ， 死 を もた ら す もの な の で あ る 。

　 こ こ に
，

ル タ
ー

と カ ル ヴ ァ ン 主義 の 神学的思 惟 の 方法 （Denkweise ） の 明 白

な相違点が あ る 。
ル タ

ー 神学 に お い て は ，

“ das　Gegebene”
に 出発 点 が あ る 。

そ れ は ， 聖 書 ， 十 字 架 ，
パ ン と ぶ ど う酒 な ど で あ る 。 カ ル ヴ ァ ン 主 義 に お い て

は ， 天上 の 栄光 の う ち に あ る神 の 御心 が 信仰 と神学 の 中心 な の で あ る 。

結　今 日 に お け る後 期 ル タ
ー

聖 餐論 の 意義

　初 期 の カ ル ヴ ァ ン は ， ル タ
ー

の 聖 餐 に 関 す る考 え を は っ き り と非 難 し て い

る 。 1536 年 の 『キ リス ト教 綱 要 』初版 に お い て ， 彼 は ， サ ク ラ メ ン トに お い て

与え られ る キ リ ス トの 体 と は 霊 的 な も の で あ っ て 肉 的 な も の で は な い こ と ，

「こ れ は わ た し の か ら だ で あ る 」 と い う キ リ ス トの 言 葉 は 字 義 通 りに で は な く

信仰 の 類 比 に よ っ て 解釈 す べ き こ と， 聖 餐 は い か な る意 味で も肉 崇拝 に な っ て

は な らぬ こ と を 主 張 し て い る 。 そ こ に は ，
ル タ ー に お け る よ う な Real　 Pres・

ence の 主張 は 存在 せ ず ， ツ ヴ ィ ン グ リ的 な 聖 餐理 解 で あ る 。 キ リ ス トの 体 は

ど の よ う に わ れ わ れ の もの に な る か 。 カ ル ヴ ァ ン は ，
こ の 問 い に ／536年 の 時 点

で は 答 え て い な い
67 ）

。

　 しか し ， カ ル ヴ ァ ン は フ ラ ン ス の プ ロ テ ス タ ン ト と共 に ル タ ー
へ の 高 い 尊敬

を抱 い て い た し
68 ）

，
ル タ ー 派 と の 連帯 を 考 え て い た こ と は ，

カ ル ヴ ァ ン が 1540

年 の ア ウ ク ス ブ ル ク 信 仰 告 白 を ， 異 本 （Variata） で は あ る が ， 受 け 入 れ た事

実 か ら明 らか で あ る。
ル タ

ー は
，

カ ル ヴ ァ ン の 1539 年版 の 『キ リス ト教綱要』
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を読 み ， 非常 に 喜 ん だ
69）

。
そ し て

，
1545年 ， カ ル ヴ ァ ン の 「聖 餐論 」 （フ ラ ン

ス 語 版 は 41 年） の ラ テ ン 語版 を読 ん だ ル タ
ー

は ，
こ の 人 こ そ 識者 に して 敬虔

な 人 と誉 め
， 聖 餐論争 を は じ め か ら カ ル ヴ ァ ン に ゆ だ ね る べ きで あ っ た ， 「な

ぜ な ら ， も し エ コ ラ ン パ デ ィ ウ ス や ツ ヴ ィ ン グ リが は じめ に こ の よ う に 言 い 表

し て くれ て い た ら ， こ ん な に 長 い 論 争 に な る こ と は無 か っ た ろ う に 」 と言 っ た

と され て い る
70 ）

。

　1541 年 の 『小 聖 餐論』 に お い て
，

カ ル ヴ ァ ン は 厂そ の 上 ， イ エ ス ・キ リス ト

に 繋が る理 由 は ， 彼 が 御 自身 の 死 に よ っ て 獲 得 して わ れ わ れ に 与 え られ た 全 て

の 恵 み に わ れ わ れ が 与 る た め で あ る な ら ば ， わ れ わ れ が イ エ ス ・ キ リ ス トの 御

霊 に の み 与 る こ とが 問題 な の で は な く， イ エ ス ・キ リス トの 人 間性 に も与 らね

ば な らな い
。 そ の 人 間性に お い て ， イ エ ス ・キ リス トは 父 な る 神 に 全 く服 従 し

た もうて ， わ れ らの 負債 を償 い た も う た の で あ る 。 さ ら に
， 厳密 に 言 え ば ， 前

者 は後 者 な し に は起 こ り得 な い こ と な の で あ る
。

な ぜ な ら ば ， イ エ ス ・キ リス

トが わ れ ら に 与 え られ る の は ， イエ ス ・
キ リス トを全 部 わ れ わ れ の もの とす る

た め で あ る か らで あ る 」
7’）

， 「そ れ ゆ え ， わ れ わ れ は す べ て 口 を揃 え て 告 白 す

る 。 主の 御命令 に 従 っ て 聖 餐 を信仰 に お い て 受 け る 時，
わ れ わ れ は真実 に イ エ

ス ・ キ リス トの 御 体 と御 血 の 実体 そ の も の に 与 る者 と さ れ る の で あ る 」
72 ）と述

べ
， 聖 餐 に お け る Real　 Presence 重 視 の 意 を 表 明 し て い る 。 そ し て ，

ル タ
ー

は こ の カ ル ヴ ァ ン の 見解 に 賛 意 を示 し た
73 ）

。 カ ル ヴ ァ ン は ， 『キ リス ト教綱要』

の 最終版 （1559 年） に 至 る まで ，
Real　 Presence へ の 関心 を 失 っ て い な い の

で あ る
74）

。

　 ル タ ー の 聖 餐論 ほ ど に 正 当 に 聖 餐 の 物 素 に 重 き を 置 く神学 を わ れ わ れ は 見 な

い
。

そ し て ， こ の 物素 を い か に と ら え る か が ， 聖 餐 論 の 急所 で あ る 。 物素 を肯

定 的 に と ら え な け れ ば ， キ リス ト との 結合 （Unio） の リア リ テ ィ
ー

は 失 わ れ

る。
そ し て ， 物素 と キ リス トの か らだ との 分 離 （Separatio） で は人 間 は 救 わ

れ な い の で あ る 。 カ ル ヴ ァ ン が
，

い か に し て ， Real　 Presence， キ リス トとの

結合 を 自ら の もの と し
， 表 現 し よ う と した か を探 る な ら ば ， カ ル ヴ ァ ン が ル タ

ー の 聖 餐 の 神学 か ら得 て い る もの に 目を向 けな けれ ばな らな い
。
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注

※ 本論 は
，

1997 年度 ， 東京神学大学 に 提 出 した 修 士 論 文 の
一

部 を抜粋 し ， 省略 ・

　要約 を施 し た もの で あ る 。

※ 略語 表

　　   　 　VVeimα rer ん tsgabe 　D ．　M α・xtin 　Ltdhe’rs　l鞠 ノ々 6 ．κ 癬 δ伽 Ges’α mtau ．s −

　　　　　　gabe （Weimar ， 1883−）

　　ム”
！

　　　／lmerican　Edition　 of 　Luther ’

s　W θ　rks 　（Philadelphia　 and 　St．　 Louis，

　 　 　 　 　 　 1880−1910）

1）　 Pelikan，」．，　Luther　the　Exl）ositor 　Introdztction　to　tJze　Reformer
’
s　Exegetical

　 Writings，　LUTHER
’ SWORKS 　COMPANION 　VOLUME ，　Saint　Louis　 1959 ．

　 小 林泰雄訳 『ル タ ー
の 聖 書釈義』聖文 舎 ， 1970年 ， 164−165頁 。

2） ツ ヴ ィ ン グ リ 「聖 餐 論 」 出 村彰 訳 『宗 教 改 革 著 作 集 5 ツ ヴ ィ ン グ リ と そ の 周

　 辺 1』教 文館 1984年 ， 342−343頁 。

3）　Sasse．　H ．　TJi　is　is駕 ジ わoの 五 zπ加 γ 冶 Contention　for　the　Real　Presence　in　the

　 Sacrament　Of　 the　Altαr，　Minneapolis， ／959，
　p．144 ．

4）　 Sasse，　oP ．Cit ．，　p．145、

5） 赤木善 光教 授 は ，
こ こ に改 革派が 聖 餐制 定 語以 外 の 聖書解釈 全 般 に お い て も

　 聖 書 か ら 離 れ て 自 由 に 解 釈 す る 危 険性 を指 摘 し て い る 。

6）　
“ Tunc 　corpus 　Christi　editur ，

　cum 　pro　nobis 　caesum 　esse 　creditur ．
”

7） 「わ た した ち が 祝 福 す る 祝 福 の 杯 ， そ れ は キ リ ス トの 血 に あ ず か る こ とで は な

　 い か
。 わ た し た ち が さ くパ ン

， そ れ は キ リス トの か ら だ に あず か る こ と で は な

　 い か 。 パ ン が 一
つ で あ る か ら ， わ た し た ち は 多 く い て も ，

一
つ の か ら だ な の で

　 あ る 。 み ん な の 者 が
一一

つ の バ ン を 共 に い た だ くか ら で あ る 」 （聖 書協 会訳 ）。

8） Luther，　Martin，
“ Widder 　die　hymelischen　pr‘）pheten ，　von 　den　bildern　und

　 Sacralllent．1525 ．
”

眠 418 ．　 Balld，　Weirnar 　 1908
， （1

’
eprillt ） Austria　 l964 ．石

　 本岩根訳 『天 来の 預言者 らを駁す ， 聖 像 と サ ク ラ メ ン トに つ い て
一一五 二 五 年』

　 （ル タ ー著作 集第
一

集 6 ）， 聖 文 舎 ， 1963 年 ， 179 −180 頁 。 以 下 ， 『天 来 の 預 言 者

　 ら を駁 す 』 と略す 。

9）　 『天 来の 預言 者 ら を駁 す」 162− 163 頁 。

10）　 Prenter
，
　R ．

，
．Sl）iritrts　 Creator，（tr．　by ）Jensen，　J．　M ．

，
　 Philadelphia　 1953．　 p ．

　 267 ．岸 千 年訳 『ル タ ー
の 聖 霊 論 Spiritus　Creat（）r．1 聖 文 舎 ， 1965 年 ， 391頁 。
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11） 今 日の 日本 の 広義 の 改革 派教 会 を は じめ と し て ， プ ロ テ ス タ ン ト教会 の 広範

　 囲 （ル ー テ ル 教会 を 除 く） に ル タ ー の 信仰義認 の理 解に こ の 傾 向が 感 じ られ る 。

　 その 理 解 と は
“

extra 　nos
”

と して の 神 の 言葉 を受 け入 れ る観 点 を 軽視 して ， あ

　 た か も聖 霊 が御 言葉 と分 離 し て 自由 に 人 間 に 与 え られ ， 信 仰 を起 こ す か の よ う

　 に 理 解 して い る信仰 義認 観 で あ る 。

12）　 Luther，　 M ．，
“ Von 　 Abendmal 　 Christi，　 Bekendnis，1528．” 助 126 ．　Band ，

　 Weimar 　1909， （reprint ）Austria　1964．三 浦 義和 訳 ， 『キ リス トの 聖 餐 に つ い

　 て
， 信 仰 告 白

一 五 二 八 年 』 （ル ター
著 作 集 第

一
集 8 ）， 聖 文 舎 ， 1971 年 ， 24頁 。

　 以 下 ， 『キ リス トの 聖餐 に つ い て 』 と略 す 。

13）　 ツ ヴ ィ ン グ リ は ，
カ ー ル シ ュ タ ッ トの こ の 見 解 に 実 際 は賛 成 し て い な か っ た 。

　 ツ ヴ ィ ン グ リが カ
ー

ル シ ュ タ ッ トか ら学 ん だ の は ， キ リス トの か らだ は 天 に あ

　 る と 同 時 に パ ン の 中 に もあ る こ と は で き な い と い う ， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス に 由 来

　 す る見 解 で あ る 。 Sasse，　op ．cit ．
，
　p．125

− 126．

14）　 『キ リ ス トの 聖 餐 に つ い て 』 40 頁 。

15） 前掲 書 ， 160− 161 頁 。

16） ル タ ー の こ の 見解 は
， 彼 の 聖 書 観 に も直結 して い る 。 「神 は ， 常 に ま ず説 明 と

　 か た と えが 現 わ れ ， そ れ に つ づ い て 実体 とか た と え の 背後 に ある 実物 が 現 わ れ

　 る よ う に 行 為 さ れ る 。 そ れ は 聖 書 に も見 られ る 。 す な わ ち ， まず ， 旧 約 聖 書 が

　 た と え と して 現 わ れ ， そ の あ とに ， 新 約聖 書 が そ の 真 の 実体 と して 登 場 して く

　 る」。 『キ リス トの 聖餐 に つ い て 』162頁 。

17）　Pelikan，　J，，
　Lnther　the　ExPositor　lntroduction　to　the　Reformer ’

s　 Exegetical

　 l・Vritings，　 LUTHER ’

　S　WORKS 　 COMPANION 　VOLUME ，　 Saint　 Louis

　 1959．小林 泰雄 訳 『ル ター
の 聖 書釈義』聖文舎 ， 1970年 ，

164頁 。

18）　 Luther，　M ．，
“ Heidelberg　 Disputation （1518），Probatines 　 Conclusionum

　 20
”
， urA　 1，362．久 米芳 也訳 ， 『ハ イ デ ル ベ ル ク に お け る 討論

一
五

一
八 年』

　 （ル タ ー著 作 集第
一

集 1 ）， 聖 文 舎 ， 1964年 ， 127−128頁 。

19）　 『キ リ ス トの 聖 餐 に つ い て 』95−99頁。

20）　 Sasse，　 oP ．cit ．，　P．151 ．

21） Muller，　R ．　A ．
，
　Dictiona7：y　 of 　Latin　 and 　 Greek　 Theological　 Terms　 Drawn

　 principally．from　proteslant　Scholastic　Theo　logy
，
　 Michigan　1985

，
　 p．73．

22） 「ハ イ デ ル ベ ル ク信 仰 問 答 」問48 竹森 満 佐
一

訳 ， 新教 出版社 ， 1992年 ， 44 頁。

23）　 Sasse
，
　oP ．cit．

，
　P．153．

24）　 Sasse，　oP ．cit ．
，
　P，154．
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25） Luther
，
　M ．，

“ That　These 　Words 　of 　Christ，
“This　Is　My 　Body

”
，
　etc ．，　Still

　 Stand　Firm 　Against　the　Fanatics．1527
”
，五 W37 　 Word 　and 　Sacrament 　III

，

　 Philadelphia
，
　p．68．

26）

27）

28）

29）

30）

31）

32）

33）

LPV 　 37，　 P．77．　 Sasse．，　 oP ．cit ．，　 P．154．

「キ リス トの 聖 餐 に つ い て 」193頁 。

阻 　11，　450，　15f．

IVA　26，326，32．『キ リス トの 聖 餐 に つ い て 』 86−90 頁参照 。

Sasse
，
　op ．cit ．，　p．156．

1、W 　37，　pp ．63−68、

Sasse，　op −cit ．，　p ．156 ．

『キ リス トの 聖 餐 に つ い て 』 103頁 。 ド ゥ メ ル グ は， こ の 三 つ 全 て を身体 的現

在 （trois　sortes 　de　presence 　corporel ） と し て い る 。　Doumergue ．　Emile，　lean
Calvin　les　hommes 　et　les　choses 　de　so71　tE・　MPs ，　 p、347．

）

）

）

）

）

）

）

）

）

4

56

78

9

01

2

3

33

33

3

44

4

Sasse
，
　op ．cit ．，　p．157．

『キ リス トの 聖 餐 に つ い て 』 105 頁 。

Sasse，　op ．cit ．，　p ．158 ．

『キ リス トの 聖 餐 に つ い て 』 105 頁 。

WA 　26
，
335

，
31ff．『キ リ ス トの 聖 餐 に つ い て 』 114 頁 。

毘 426 ，335，38ff．『キ リス トの 聖 餐 に つ い て 』114頁 。

Sasse，　op ．cit ．，　p．158．

Sasse
，
　op ．cit ．，　pユ58 ．

「第三 は ， キ リ ス トが 神 と一
つ の 位格 で あ る と こ ろ の

， 神的 な 天的 な あ り方 で

あ る 。
こ の あ り 方 に よ れ ば ， す べ て の 被 造物 は ，

ほ か の あ り方 に よ る 以 上 に ，

キ リ ス トに と っ て い っ そ う透 過性 を持 ち ， ま た キ リス トを現 在 さ せ る もの と な

る の で あ る 。
い っ た い

， 第二 の あ り方 に お い て も， 彼 は 被 造 物 の 中 に ． ま た ，

そ れ と と もに 存 在 し う る の で あ る が ， そ れ は 被造物が 彼 を感 じ た り ， 触 れ た り ，

測 っ た り ， 範 囲 づ け た りす る こ と を し な い あ り方 で あ る 。 ま し て や 第三 の 高 次

の あ り方 に 従 え ば ， 彼 は ど れ ほ ど す ば ら し くす べ て の 被 造物 の 中 に 現 れ る こ と

で あ ろ うか 。 そ こ で は ， 被 造物 は ， キ リス トを測 り も範 囲 づ け も し な い ば か り

で な く， 被 造 物 が キ リス トの た め に 存 在 す る よ う に な り ， キ リ ス トが 彼 ら を測

り ， 範 囲 づ け る の で あ る 。 君 は ， 神 と一
つ の 位 格 で あ る キ リ ス トの こ の よ う な

本 質 を ， ち ょ う ど神 が 被造物 を は る か に 超越 さ れ る よ うに ， 被造物 を は るか に

越 え た と こ ろ に 置 か な け れ ば な ら な い
。 ま た

， 他 方 ， 神 が 被 造 物 の 中 に お ら れ
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る よ う に ， キ リス トを全 被造物 の た だ 中深 く， ま た 近 くに 置 か な け れ ば な ら な

い
。 なん とな れ ば， キ リス トは 神 と分 け る こ と の で きな い 位 格 を形 成 し て お り ，

神 の お られ る と こ ろ に は彼 も ま た お られ る か ら で あ る 」。
LVA 　26

，
336

，
8ff． 『キ

リス トの 聖 餐 に つ い て 』 114−115頁 。

43）

44）

45）

46）

47）

Sasse
，
　 op ．cit ．

，
　 p −159 ．

『キ リス トの 聖 餐 に つ い て 』 124 頁 。

Sasse
，
　op −cit ．，　p．102 ．

『キ リス トの 聖 餐 に つ い て 』 239−240頁 。

デ ン ツ ィ ン ガ rH ．『カ ト リ ッ ク教 会文 書 資料 集 く信 経 お よ び信仰 と道徳 に

　 関す る 定義 集〉』 浜 寛五 郎訳 ， 690， 159頁 ， 700， 162頁 。

48） キ リス トの 肉が 歯 で 噛 み 潰 さ れ る と い う考 え は ， 当時 の カ ペ ル ナ ウ ム 主 義者

　 ら に よ る 誤 解 と し て ， 後 の ル ー テ ル 教 会 は 一
致 信 条 か ら排 除 した 。 Sasse

，
　 op ．

　 cit ．
，
　 p」L62．

49）　 「神 の 知 恵 に 逆 ら っ て 立 て ら れ た あ らゆ る 障害物 を打 ち こ わ し ， す べ て の 思 い

　 を と り こ に して キ リ ス トに 服従 させ 」 （聖 書協会 訳 ）。

50） ル タ ー は ，
こ の 他 に も ， 天 使 と 炎 の

一 体 性 に つ い て 実 際 的
一

体 性 （wirck −

　 liche　einigkeit ） と言 っ た り， 本性 的一 体性 （naturliche 　einigkeit ）， 位格 の
一

　 体 性 （personliche 　 einigkeit ） の 例 を挙 げて い る 。 『キ リ ス トの 聖 餐 に つ い て 』

　 226− 229 頁 。

5ユ）　 前掲書 ， 230 頁 。

52） 前掲 書 ， 231 頁 。

53） ル タ ー は ， 提喩 （Synecdoche） の 例 と し て ， 百 グル デ ン 入 っ た 財布 や ， ぶ ど

　 う酒の 入 っ た 樽 は
，

そ れ ぞ れ 財布 を さ して 「こ れ は 百 グ ル デ ン で あ る 」， 樽 を さ

　 し て 「こ れ は ぶ ど う酒 で あ る 」 と言 う と い う こ と な ど を挙 げ て い る 。 前掲 書 ，

　 232 − 233頁 。
ル タ ー は

，
カ ー ル シ ュ タ ッ トへ の 反駁 の 中で す で に 提喩 （Synecdo −

　 che ） を用 い て い る 。 カ ー ル シ ュ タ ッ トは
， 「こ れ は わ た し の か ら だ で あ る 」 の

　 「こ れ は」が
， イ エ ス 自身 を さ し て い る と主 張 し て い た 。 『天 来 の 預 言 者 ら を駁

　 す』 244頁 。

54）

55）

56）

57）

58）

『キ リス トの 聖 餐 に つ い て 』 234−235 頁 。

WA 　26，374，9ff．『キ リ ス トの 聖 餐 に つ い て 』81，135−136頁参照 。

WA 　26
，
375

，
4ff． 『キ リス トの 聖 餐 に つ い て 』 135−136頁参照 。

Sasse
，
　op ．cit ．

，
　 p ．184 。

LW 　37 ，
　 pp ．100− 101 ．
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59）　 LW 　 37，　 p．88．

60）　 Sasse，　oP ．cit ．，　 P．185．

61）　 『キ リス トの 聖 餐 に つ い て』311−312頁 。

62）　 『天 来 の 預 言者 ら を駁 す 』222 頁 。

63） 前掲書 ，
227頁 。

64） カ ル ヴ ァ ン 『キ リ ス ト教 綱 要 』 IV／2 渡 辺 信 夫訳 ， 新 教 出版 社 ， 1973 年 ， 17 ，

　　42， 150頁 Q

65）　 前 掲 書 135 頁 。

66）　　、LW 　37 ，
　 p．87．

67）　 Davis，　Thomas 　J．，　 Tlie　Crearest　Pi’omises 　 qf　 GOD 　7
一’he　 Devel 〔）pment （ゾ

　　 Calvin　
’
s　Eucharistic　 Teaching ，　 New 　York 　 1995

，
　p，74ff．

68）　Gerrish，　B．　A ．，　The α 4　Protestant　and 　the　Nezv　Essays　on 　the　Refo　rmation

　　He　d2
’
tage

，
　Chicago　1982，

　 P．34．

69）　 ibid．
，
　 p ．32．

70）　 日本 ル ー テ ル 神 学 大 学 ル タ ー 研 究 所編 『ル タ ー と宗 教 改革 事典』教 文 館 ，

　　1995年 ， 72頁 。

71） Calvin，
　J．，　PETIT 　 TR ・41C 　TE 　DE 　L ／1　SAINCTE （JE？＞E 　de’notre 　seigneur

　　ノをszts 　Cゐ　rist 　 1541
，
　JOANNIS 　CALVINI 　OPERA 　SELECTA 　volumen 　I

， （ed ．

　　by） Petrus　Barth，　Muenchen 　 1926 ．　 p．508 ．

72）　 （原 文 ）
“ Nous 　confessons 　doncq　tous 　d ’

une 　bouche ，　 que 　en 　recevant 　en 　Foy

　　le　 Sacrement
，
　 selon 　 rordonnance　 du　Seigneur，　 nous 　 sommes 　 vrayment

　　faictz　participalls　de　la　propre 　substance 　du　corps 　et 　du　sang 　de　Iesus　Christ，
”

　　 ibid．　 p ．529．

73）　 Gerrish，　oP ．cit．，　P．36．

74） 前掲注 64） 書 。
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