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伝承 とし て の 啓示

説教の 教義学的基礎づ けを巡 っ て

芳　賀 力

日次

　 1　 責任あ る 語 り

　 且　 神 へ の 対応

1U　 伝承 とし て の 啓示

IV　宣教 と し て の 伝統

V 　官 教の 出来事

VI 物 語 られ る秘 義

W 　 説 教 さ れ る テ キ ス ト

堋 　ケ リ ュ グ マ とド グ マ

IX　 結 ひ に か え て 　 　前 ス ト
ー

リーか ら後 ス トー リ
ー

へ

　 そ もそ も教 会 に 説教 は 必 要 な の だ ろ うか 。 もし必 要 で あ る とす れ ば ，

一
体 な

ぜ ， ど の よ うな理 由か ら必 要 なの で あ り， ま た そ れ は どの よ うな 意 味 で 可 能 と

な る の だ ろ う。 こ の 説 教 の 基礎 づ け を巡 る 問い を も っ て 説 教 論 は 最 も先 鋭 化 し

た もの とな る 。 こ の 問い に 十分 に 答 え る た め に は 教義学的考察が 求め られ て く

る 。 本 稿 で は ま さに こ の 主 題 の
一 端 に 関 わ りなが ら， そ れ を更 に 別 の 角 度 か ら

照 射す る こ とで
， 問題が 組織神学の 中枢 に 触 れ る もの で あ る こ とを 明 らか に し

た い 。 こ の 別 の 角 度 と は 神 の 言 表 可 能 性 の 問題 で あ り ， 神 と言 葉 を 巡 る 問題 で

あ る。 そ の 際 ， 問題 意識 を共 有 し つ つ
， そ れ ぞ れ 独 自に 「神 の 言 葉 の 神 学 」 を

展 開 し よ う と試 み た 三 人 の 教義学者 ，
ヘ ル マ ン

・デ ィ
ー ム （チ ュ

ー ビ ン ゲ ン の

組 織 神 学 者 ）， ゲ ル ハ ル ト
・エ ー ベ リン ク （チ ュ

ー
リ ッ ヒ の 組 織 神 学 者 ， チ ュ

ー

ビ ン ゲ ン 時代 は 教会史の 教授），

エ バ ハ ル ト ・ ユ ン ゲ ル （最初チ ュ
ー リッ ヒ で エ

ー ベ リン ク の 後任 ， 後 チ ュ
ー ビ ン ゲ ン の 組織神学者）を対 話 の 相手 とし て 選 び ，
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最初 に 掲 げ た主 題に 我 々 な りに接 近す る こ とに し た い 。

1　 責任 あ る 語 り

　 エ
ー ベ リン ク は 言 う，

「キ リ ス ト教 の 危 機 は 言 語 の 危機 とし て 表 され る 。 こ の

危 機 は 我 々 の 時 代の
一 般 的 な 文化 的教 養 の 危 機 とい う渦 に 密 接 に 巻 き込 まれ て

お り， ま さに こ の 文化 的教養 の 危機 そ の もの が 同 じ よ うに 言 語 の 危機 で あ る こ

とが あ ら わ とな っ て きて い る の で あ る 」
1）

。 こ の 我 々 の 時代の 言語 の 危 機 を代弁

し て い る もの と し て エ
ー ベ リン ク は ， フ ー ゴ ・フ ォ ン ・ホ フ マ ン ス ター ル の 小

品 『チ ャ ン ドス 卿 の 手 紙 』 を 取 り上 げ る 。 そ こ で は ， 言 葉が 実体 と の 関 わ りを

失 い
， 空 し く無力 に な っ て し ま う現 代人 の 苦 悩 が 記 され て い る 2）。 現代思想界

に お け る 言 語 論 の 隆盛 に もか か わ らず ，

一 般 に 見 られ る の は 「言 葉 に 対 す る う

ん ざ り し た 態度 」 で あ るが
， しか し そ れ も実 は

， 真 正 の 言葉 へ の 憧れ を裏返 し

た 否 定 的 表 現 に す ぎ な い の で あ っ て
， 現 代 人 も本 当 は 言 葉の 力 を 取 り戻 し た い

とひ そ か に 望 ん で い る の で あ る 。

　 キ リス ト教神学 に と っ て の 言 語 の 危 機 は
， 特 に 神 に つ い て の 言 表可 能性 の 問

題 を 巡 る深 刻 な 今 日的 問 い と な っ て 現 れ る 。 果 た し て 人 間 は 神 に つ い て 語 る こ

とが で き る の だ ろ うか 。 そ し て ， 「神 」 とい う言葉 は ど こ ま で 現 代 人 に お い て 現

実味を 帯び た 言 葉 とな っ て い るだ ろ うか 。

一 方 で 啓 蒙主 義 以 後 ， 世 界 を 「神 」

な し に 説 明 し ， 対 処 し よ うと し て き た 人 間の 理 性 の 営み は ， 科学や 政治 ， 経済 ，

社会の あ り方 に 技 術 的 に の み 関わ り ， 公 共 の 労働 世 界 か ら 「神」 とい う言 葉 を

駆逐 し ， そ れ を 個人 の 宗 教 生 活 や 信 念 とい う私 的な領域 に 閉 じ こ め ， 前時代的

な言 語 へ と追 い や っ て し ま っ た か に 見 え る 。 こ うし た 中で は キ リス ト教 的 な 宣

教 の 言葉 も ， 閉 鎖集団の 特殊 言 語 とし て し か 聞か れ ない
3）。 に もか か わ らず他

方 で 「神 」 とい う言葉 は ， 実 体 を伴 わ ない 換 骨 奪胎 され た 仕 方 に お い て ， な お

日常的な会話に 頻繁 に 登場 す る （Oh ，
　my 　God ！ 「何 とい うこ とだ 」 等）。

　 こ うし た 状況 認識 に お い て エ
ー ベ リン ク は こ う述 べ る 。「我 々 は ， 神に つ い て

の 語 りを 無 責任 に 続 け る こ とは 許 され ない が
，

しか し無責任 に そ れ をや め る こ

ともまた 許 され な い 」
4）

。 神に つ い て の 語 りは 今 日 「言葉の 汚染 （Sprachvergif」
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tung ）」 が 起 こ っ て い る 状 況 に あ る の だ が ．そ れ は 神 に つ い て 語 る こ と を 無責任

に 続 け る こ とに よ っ て の み ならず ， そ れ を無責任 に 放棄す る こ とに よ っ て もま

た 助 長 され て い る
5）
。 そ れ 故 ， 神 に つ い て の 「責 任 あ る 語 り （verantwortliche

Rede）」 が 求 め られ て く る u それ は ， 神 を 対象化 し物 象 化 し て ， 距離 を 置 い て

客 体 を取 り扱 うよ うな 中立 的 な語 りで は な く ， そ の 発 言 に お い て 語 る者 が 語 っ

て い る 内 容 そ れ 自体 に 関 与 し ， 自ら の 生 き方 を も っ て 神 の 現実 に 参 与 す る よ う

な語 りで あ る
6）

。

　 こ の 状 況 認 識 を ユ ン ゲ ル も また 共 有す る 。 そ も そ も人 間は 思 考 に お い て ， 神

の 存在に つ い て あま りに も少 な くし か 考 え て い な い 。 そ の 結果 ， 簡 単 に そ れ を

否 定 す る言 葉 を 口 に す る こ と もで き る し ， 逆 に あ ま りに も無反 省 に 神 に つ い て

お し ゃ べ りを す る こ と も ま た 起 こ る。「あ らゆ る 思 考 は 神 に と っ て あ ま りに 少 な

す ぎ る が 故 に ， あ らゆ る 言 葉 は 神 に と っ て あ ま り に も 多す ぎ る と言 え る だ ろ

う」
7）

。 従 っ て ， 確 か に 「キ リス ト教 信 仰 は 言 語 喪 失 に よ っ て 脅か され て い る 」

の で あ る が ， そ れ は
， そ もそ も そ こ に 言 葉 が 欠 け て い る か ら で は な く ． あ くま

で 「適 切 な 」 言 葉が 欠 け て い る か らで あ る
8）

。 こ の 点 で ユ ン ゲ ル もま た 神 に つ

い て の 「責任 あ る ， 適 切 な 語 り」 を 求 め る。 エ
ー ベ リン ク が ， 語 る 者 の 関 与 的

性 格 を 強 調 す る の に 対 し て ，
ユ ン ゲ ル は む し ろ ， 語 られ る 対 象 で あ る神 御 自身

の 関与 的 性 格 を 強 調 す る 。「神 が 御 自身を 言 葉 へ と到 来 させ る とい うこ と以 外 の

何 もの を も意 図 し な い 場 合 に
， 神 に つ い て の 人 間 の 語 りは 責 任 あ る 語 り と呼 ば

れ る に ふ さ わ し い も の と な る 。 御 自身 を 言 語 へ と到 来 させ る ， そ の よ うな神 に

つ い て の 人 間 の 語 りを ， 我 々 は 神 に 対 応 し て い る （Gott　entsprechend ） と呼 ぶ 。

そ れ 故 ， 神 に 対 応 す る こ とが 真剣 に 考慮 され る場合 に 初 め て ， 神 に つ い て の 語

りは 責任 的 とな る 」
9）。 神 に 対 応 す る 語 りと は ， 人 問 の 語 りの 中 へ と神 御 自身

が 到 来 し ， 語 られ る 対 象 で あ る神 が 宣 教 とい う語 りの 出 来 事 の 主 体 と な る こ と

に よ っ て 起 こ る 。 で は
一

体 そ の よ うな神 へ の 対 応 的語 りは ， どの よ うに し て 可

能 な の だ ろ うか 。
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ll 神 へ の 対応

　対 応 （Entsprechung ） と い うこ とで 考え られ て い る神 学 的概念 は 類 比 （Ana −

10gie）の 論理 で あ る 。 神学 （theologia） とは そ もそ も神 （theo）に つ い て の 語 り

（logia）を意 味 す る の で あ るが
， 神学 の 歴 史 に お い て は 比 較 的 早 くか ら ， 神 に つ

い て 人 間 は 本 来 的 な 意 味 で は 語 る こ とが で きな い とす る考 え 方 が 存 在 し た 。 人

間が 神 に つ い て 語 る こ とが で きる とすれ ば ， そ れ は た だ ， 神 が 何 で ない か を 語

る とい う仕方 に お い て で しか あ りえ な い 。 す な わ ち 「神 ハ 否 定 的 二 定 義 サ レ ル

（deus　definiri　nequit ）1 の で あ る
lo）

。 ダ マ ス コ の ヨ ハ ネの 与 えた 典型的な定義 に

よれ ば ，
「”A ρρnTov ＿ T60do レ K α1　dKα Td λ叩 TO レ （神 的 ナ モ ノ ハ 語 リ エ ナ イ モ ノ

デ ア リ ，
マ タ把握 シ エ ナ イ ）」 11）。 し か し そ れ は ， 神 学 が 神 に つ い て は もは や 何

も語 らな くな る とい うこ とを意 味 す る の で は な い 。 む し ろ こ の す べ て の 存 在 を

越 え た 方 を
， 存在に 関す る 賓辞 をすべ て 否 定す る 言 明 に お い て 指 し 示 す 語 りが

神 学 的 言 明 とな る 。 な ぜ な ら ， 神 は 存 在 を越 え た方 で は あ る が
， 存在 し な い の

で は な く ， ま っ た くの 無 で は な い か らで あ る 。 更 に こ の 論 理 を精 緻 に 展 開 し た

の は 偽 デ ィ オ ニ シ ウス ・ア レ オ パ ギ タで あ る 。 存在 に 関 す る あ らゆ る 賓 辞 を越

え る方 を 指 し 示 す 言 明 は ，
三 つ の 可 能性 を持つ ． 否 定 ノ 道 （via 　negationis ）， 卓

越 ノ 道 （via 　eminentiae ）， そ し て 因果 ノ 道 （via 　causalitatis ）で あ る 12）
。 こ の 論 理

は そ の 後 ， 神 の 属性 を論 じ る際 の 基 軸 とな っ た もの で あ り， それ は カ ト リ ッ ク

・ス コ ラ神 学 の み な らず ， プ ロ テ ス タ ン ト正 統 主 義 に お い て もな お 有効 な 論 理

とし て 用 い られ た もの で あ る
13）

。 否 定 ノ 道 に お い て は ， 被造物 の 不 完 全 性 （死 ，

有 限 ， 時 間 ）を 否 定 す る こ とで 神 の 性 質が 表 現 され る （不 死 ， 無 限 ， 永遠 な ど ）。

卓越 ノ 道 に お い て は ， 被 造 物 の 性 質の 最高 段 階 と し て 神 の 完 全 性 が 表 現 され る

（全 能 ， 全 知 な ど）。 因 果 ノ 道 に お い て は ， 被 造 物 の 性 質 の 存在根 拠 と し て 神 の

属性 が 表現 され る （英知 ， 義 ， 真 ， 善 ， 美 な ど ）。 こ うし た 議論 の 中 に 実 は 既 に

類 比 の 論 理 が 働 い て い る の で あ る が ， そ れ を 明確 に し た の が トマ ス ・ア ク ゥ イ

ナ ス で あ る 。

　人 間は 本来神 が何 で あ るか を 知 る こ とが で き ない の に ， そ れ で も なお 神 に つ

い て 語 る こ とが で き る とすれ ば ， そ こ に は 類 比 が 成 り立 っ て い る と考 え られ る 。
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人 間 は 神 を 直接 知 る こ とは で きな い が ， そ の 作 用 を 知 る こ とは で き る 。 自然 と

し て ， ま た 恵み と し て 経験 し うる こ の 神 の 働 き （effectus ）か ら遡 っ て ， そ の 原

因 （causa ）を 類推 す る こ とは 可 能 で あ り ， 既知 の 作 用 か らそ の 原 因 を探 る こ と

で ， 未知 な る 神 の 本性 を類 比 関 係 に お い て 把握す る の で あ る ． こ こ か ら ト マ ス

は 神の 存在証明 も可 能 とな る とす る 。 先 の 因 果 ノ 道 が類 比 の 論 理 として 展 開 さ

れ て い る と も 見 られ るが ， そ こ で の 強調 点 は ， 被造物 の 存 在か ら直ちに 神 の 存

在 へ の 類 比 と い うこ とで は な く， 被 造 物 に 関 わ る神 の 働 きか け か ら ， そ の 原 因

と し て の 神 そ の もの へ の 類比 とい うこ と で あ り ， 働 キ ノ 類比 （analogia 　operatio −

nis ） を 通 し て の 存在 ノ 類 比 （analogia 　entis ） と な る ． こ うし て トマ ス は 神 を 言

語 に も た らす 道 と し て 類 比 の 論理 を定 位 した の で あ る
14）

。

　存 在 ノ類 比 に ま つ わ る 危 険 性 は 確 か に 明 確 に 自覚 され な けれ ば な ら な い 。 そ

れ を指 摘 し た の は バ ル トを初 め とす る弁証 法神学 の 記憶 すべ き功 績 で あ る ． も

し神 と被造 物 （人 間 ） が 存 在 とい う共 通 分 母 で く くられ た 上 で 類 比 が 論 じ られ

た な らば ， 神 は 容 易 に 被造世界 の 一
部 へ と編 入 さ れ か ね な い で あ ろ う。 人 間 が

神 の 像 に 似 せ て 造 られ た とい う聖 書 的 な創 造 論 が 逆 転 し て ， 神 が 人 間の 像 に 似

せ て 造 ら れ る と い う ， あ の パ ウ ロ が ロ
ー マ 書 1 ：23 で 論 じ た よ うな ， 偶 像 崇 拝

的倒錯 が 起 こ っ て し ま う危険性 が あ る v し か し ，
だ か ら と言 っ て 類 比 の 論理 そ

の もの ま で 排 除 さ れ る 必 要 は な い 。 そ も そ も ，
「類 比 な し に は 神 に つ い て の 責 任

あ る語 りに 到 達 す る こ と は な い で あ ろ う」
15＞。神 に つ い て の 語 りが あ り うる とす

れ ば ， そ れ は 神 の 秘 義 に 対 応 す る 語 りで あ り， 被 造 物 か ら神 へ と存在の 対 応 を

求 め る の で は な く， あ くまで 神御 自身が 言語 へ と到 来 す る 神 の 歴 史 （福音 の 出

来 事 ） へ の 対 応 と し て だ け 起 こ り うる 。 とは い え ， そ こ で 起 こ っ て い る こ とは

や は り対 応 で あ り ， 類比 で あ っ て ， こ の 神 の 到 来 と し て の 福 音 に 対 応 す る類 比

こ そ ， 神 学 が 真 剣 に 関 わ らな け れ ば な ら な い 信 仰 ノ 類 比 （analogia 　fidei）， す な

わ ち ， 神 の 啓 示 の 光 に 照 ら され て 信仰 に お い て 初 め て 知 解 され る類 比 な の で あ

る 。

　人 間 は 直接 神 を 言 語 に も た らす こ とは で きな い 。 類 比 と は こ こ で ， 知 られ ざ

る神 を そ の 知 られ ざ る秘義 を保 持 し た ま まで 言 語 に もた らす こ とに 奉仕 して い
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る 。 し か も決定的 に 重要な こ とは ， 類比 関係が 徹底 し て 神 の 側 か らの 設定 に拠

っ て い る とい うこ とで あ る 。 神 が 人間の 歴 史 へ と到来 し ， そ の こ とに よ っ て 神

御 自身 が 人 間 の 言 語 へ と到 来 す る こ とに よ っ て 初 め て 成 立 す る 類 比 こ そ ， 神 に

つ い て の 責任 あ る 適切 な語 りを可能 に す る 論理 的根拠 で あ る 。 神 に 対応 す る 人

間 の 語 りは ， 人 間 へ と御 自身 を対 応 させ る神 の 自己 啓 示 に よ る以 外 に は 成 立 し

な い 。 従 っ て ， 神 が 人 とな っ た とい う受 肉 の 出来事 は ， 神を擬人 論化 し て 語 る

稚 拙 で 不 適 切 な 神 に つ い て の 語 りな の で は な くし て ， む し ろ 逆 に ， 自己 を啓 示

す る 神 に つ い て の 適切 な 語 りの 出発 点 とな る 。 こ こ に お い て ， 神 の 到 来 を譬 え

（類 比 ）に よ っ て 宣 べ 伝 え た イ エ ス が ， 神 の 譬 え そ の もの と し て 宣べ 伝 え られ て

い く伝 承 の 歴 史が ， 啓 示 の 歴史 と し て 新 た な 光 を与 え られ る こ と に な る。

皿 　伝承 と して の 啓示

　哲学者 の 神 が 歴 史か ら抽 象 され た 理 性 に よ る構成物 で あ る の に 対 し て ， 生 き

た 宗 教 に お け る 神 信仰 は 歴 史的伝承 と結 び つ く。 歴 史 的 伝 承 な し に は 神 信 仰 は

実在 し な い 。 宗 教 的共 同 体 は 啓 示 の 伝 承 に よ っ て 成 り立 っ て お り ， 宗教 とは ま

さに 啓示 の 伝 統 に ほ か な ら な い の で あ る 。
エ

ー ベ リン ク は 言 う ，
「も し 〔思 弁 的

に な らず に 〕神論 の 可 能性 を 問 うな らば
， 我 々 は 自分 が 伝 統 （Tradition） に 拠

っ て お り ， 伝統 を基 盤 に し て い る の を発 見 す る 。

… … 我 々 は ， こ の 伝統 の 流れ

が 我 々 に 運 ん で くる もの
， 我 々 に 語 りか け る もの に 依存 し て い る 」

16）
。 こ こ に

言 わ れ る伝 統 とは ， 歴 史 的 な 自己 啓 示 に 基 づ く神 に つ い て の 語 りを 言 葉 を も っ

て 宣 べ 伝 え る 共 同体 の 伝 承 作 用 （Uberlieferung） で あ り， 歴 史 へ と到 来 し た 神

は こ の 伝 承 作用 を 通 し て 現在化 され ， 共 同体 の 現 在 的経験 とな る 。 伝 統 の 根 源

に あ る も の は
， 言 葉 に よ っ て 伝 承 され る べ き歴 史 的 出 来 事 で あ り ， そ れ 自体 が

既 に 言 葉 の 出来事 で あ る 。 こ の 根源 的 な言 葉 の 出来事が 絶や され る こ とな く連

綿 と伝 承 され る過 程 の 中 で ， それ は 常 に 新 た に 言 葉 を創 造 す る 啓 示 の 出 来 事 と

な る 17）
。 そ れ が 生 き た伝統 で あ る 。

ユ ン ゲ ル もま た ， あ ら ゆ る 神学 は 哲学 と は

異 な っ て ， 神 の 啓 示 に つ い て 語 る 「積極 的宗教 （positive　Religion）」 を 基盤 と し

て お り ， 歴史的伝 承 と結 び つ い た 時 に 初 め て 神学 は 啓示 に 対 応 す る も の と な る
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こ とを強調す る 。 否定的で は ない ， 神 に つ い て の 積 極 的 な語 りも， そ こ で の み

有効 とな る 18）。 「い ま だ か つ て ， 神 を 見 た 者は い ない 。 父 の ふ とこ ろ に い る独

り子 で あ る神 ，
こ の 方 が 神 を示 され た の で あ る」 （ヨ ハ 1 ：18）。 「父 の ほ か に 子

を知 る 者は な く ， 子 と ， 子 が 示 そ う と思 う者 の ほ か に は ， 父 を知 る者 は い ませ

ん 」 （マ タ 11 ：27）e こ れ は
， 否 定 ノ 道 に よ っ て 神 を表 現 し よ う とし た ダ マ ス コ

の ヨ ハ ネ が そ の 典 拠 と し た聖 句 で あ るが ， 直 接的 な 自然 的 啓示 の 可 能性 を否定

し
， 歴 史的啓示 の 伝 承 を媒 介 と し て ， 責 任 的で 適 切 な神 認識 と神言 表 の 可 能性

を考 え る方途は ， ま さに こ の 聖書 の 言葉の 指 し示 す道 を歩 もうと して い る とも

言 え る だ ろ う 。

　 神 の 自己啓 示 が 歴 史 的 出 来 事 と し て 起 こ る以 上 ，
こ の 啓 示 を 伝 承 す る教 会 の

伝 統 の 中 で 神 は 自己 を 証 示 す る 。 そ れ 故 教会 の 伝 統 と は ，伝 エ ラ レ タ モ ノ

（traditum ） と伝 エ ル 行 為 （actus 　tradendi） との
一体 性 に お い て 捉 え られ ね ば な

らな い もの で あ る
19）。 つ ま り ， 伝 統 と は 過 去か ら伝 え られ た もの を指 す だ けで

は な い
。 過 去 か ら現 在 を経 て 将 来 に 伝 え て 行 く伝 承 行 為 も また ， 伝統 の 本 質的

構 成 要 素な の で あ る。 そ の こ と は エ
ー ベ リン クに よれ ば ， 伝 統 を す ぐ れ て 言葉

の 出 来 事 ， そ れ 故 教 会 の 宣 教行 為 と して 理 解 す る こ とを 意 味す る 。 啓 示 は 歴 史

の 出来 事 で あ る が
， それ が 単に 過 去 の 歴 史的事実 に 留 ま っ て い る 限 り ， そ れ は

ま だ 啓 示 と し て 人 間 に 出 会 っ て は い な い 。 そ れ が 啓 示 と し て 出 会 うの は た だ ，

宣 べ 伝 え られ た 出 来事 とな る 限 りに お い て で あ る 20）
。 それ 故啓 示 を 担 う伝統 と

は ， 単 に 歴 史的事 実 の 報 告 で も，また 最 初 の 証 言 の た だ の 反 復や 引用 で も な く ，

そ の 証 言 を通 し て 引 き起 こ され る新た な 宣教 行 為 の 中で 遂行 され る 啓示 の 現在

化 な の で あ る 。 教会の 宣べ 伝 え る行 為 の 中で ， ま さに そ こ で 宣 べ 伝 え られ て い

る 方御 自身 が 現 在 化 し， そ の よ うに し て ま さ に 宣 教 行 為 の 主体 とな る 言 葉 の 出

来 事 が 起 こ る 。 従 っ て ， 啓示 を伝 承 す る とい う教会の 使徒 的奉仕 は ， 啓 示 の 出

来 事 そ の も の の
一

環 と し て 位 置 づ け られ る こ とに な る （ル カ 24 ：45 − 49 ）21＞。

W 　宣 教 と して の 伝統

　こ の 意味 で 伝 統 とい う概 念 に 深 い 神学的洞 察 を与え た の は ， 周 知 の よ うに カ
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一 ル ・バ ル トで あ っ た が ， こ れ を更 に 宣教 の 出 来事 とい う観点 か ら展開 し た の

が ヘ ル マ ン ・デ ィ
ー ム で あ り， 解釈 の 出来事 とい う観点 か ら展開 し た の が エ

ー

ベ リン ク で あ る 。 こ こ で は まず最小 限 度 に バ ル トの 説 を 顧 み た 上 で ， そ の 後 の

展 開を辿 る こ とに す る 。

　バ ル トは ， 新 約 聖 書 が 使 徒 で あ る イ ス カ リオ テ の ユ ダ と い う人 物 の 行動 を特

徴 づ け る に あ た っ て ，
「引 き渡 し 」と い う特 別 の 言 葉 で 表 現 し た こ とに 注 目す る 。

そ れ は まず 第一 に は ユ ダ の 裏切 り とい う否定的な意味 し か 持 た な い の で あ る

が ， 驚 くべ き こ と に 新約聖 書は こ の 同 じ言 葉 を ， そ れ に 続 く使 徒 的 な奉 仕 の 特

徴 を言 い 表 す 際 に ， 今 度 は 一 転 し て きわ め て 肯定的 な意 味 で 用 い て い る の で あ

る 。 「イ エ ス が 人 間的 な 手 か らほ か の 人 間 的 な手 へ と渡 され る こ と （Uberliefe−

rung ） に よ っ て
， そ の 教会が 立 て られ る とい うこ とが 必 要 で あ る． イ エ ス は

，

ユ ダ と ユ ダ ヤ 人 た ち の 引 き渡 す こ と （Uberlieferg） を 恐 れ 給 わ な い 。 ・・… ・む し

ろ ， 彼は ，
こ の 引 き渡 しの 手 段 を通 し て ， 勝 利 を 収 め る こ と を欲 し 給 うとい う

点 に お い て ま こ と で あ る。 し た が っ て ， 『わ ざ わ い で あ る 』が ， 引 き渡 す 者 ，
ユ

ダ に 対 し て ， ま た そ の 言 い 伝 え を も っ た ユ ダ ヤ 人 た ち に 対 し て
， 語 られ ， 実 行

に 移 され た 後 ，
ユ ダ と ユ ダ ヤ 人 た ち に よ っ て 引 き渡 され た 方 の 甦 りの 力 で ， イ

エ ス の 新 し い
， 正 し い

， 救 い に 役 立 つ 引 き渡 し が 存 在 す る 」
22 ）。 使 徒 パ ウ ロ は ，

自分の 使徒 的奉仕 を ，
「主か ら受 け た こ とを ， また あなた 方に 伝 え る 」 （1 コ リ

11 ：23） とい う
一

点 に 見 て い る の で あ る が
， そ こ で 伝 達 す べ き事 柄 とは ，

「主 は

渡 され る 夜 ，
パ ン を 取 り， 感謝 して こ れ を裂 き… …

」 とい う内容 な の で あ る 。

使 徒 的 な伝 承 の 背 後 に は ユ ダ の 裏切 りが 潜 ん で い る 。 し か も神 は そ れ を逆転 し

て ， 救 い の 歴 史 に 仕 え る使 徒 的 奉 仕 へ と変 え られ た の で あ る 。 しか も ，
こ の 引

き渡 し に は 神 的 な 引 き渡 し が 対 応 し て い る 。

一
つ は ， そ の よ うな 不 従 順 の 故 に

人 間 を そ の なす が ま ま に 委 ね ， 神 の 怒 りと審判 へ と渡 され る 神 的な 引 き渡 し で

あ るが ， 更 に そ こ に は 驚 くべ きも う
一

つ 別 の 神的引 き渡 し が 対 応 し て い る 。 そ

れ は ，
ユ ダ が イ エ ス を 引 き渡す 以 前 に ， 神 御 自身が イ エ ス を 引 き渡 され る こ と

を 決 意 し （ロ マ 4 二25， 8 ：32）， 御 子 イ エ ス が 自分 自身 を 引き渡す こ と へ と決意

され た （ガ ラ 2 ：20，
エ フ ェ 5 ：2， 25）， 永 遠 な る 三 位 一 体 の 神 の 御 決 意 で あ る ．
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ア ブ ラ ハ ム が イサ ク を惜 し む こ とな く捧 げ よ うと し た よ うに ， 神は 御 子 を惜 し

む こ とな く世 へ と引 き渡そ うと され る 。 す べ て の 引き渡 し は ，
こ の 起源 的で 本

来的 な ， 第一
の 神 的 引き渡 し に 基 づ い て 起 こ る 。 こ の 点 は ， 神 の 自己対 象化 と

して の 神 認識 は
，

三 位
一

体の 神 の 第
一

次的 な 自己対象化 に 基 づ い て 起 こ る とす

る 他 の バ ル トの 論 議 とも重 な り合 う。 「〔伝 承 す る とい う〕 使 徒 た ち の こ の 行 為

は ， 明 らか に ま さに ， それ は決 して 独創 的 な もの で は な く ， む し ろ， そ の 中で

神が ご 自身の み 子 を ， み 子 が ご 自身を ， 罪 深 い 人 間 た ち の 手 に 渡 され た 『渡 す

こ と』 の 中 に ， そ の 原 型 と模 範 を も っ て い る が 故 に
， 全 権 を与 え られ た 行 為 で

あ る 123）
。

　 そ れ 故 ， デ ィ
ー ム に よれ ば ， イ エ ス の 宣教 に は 既 に こ の 引 き渡 し へ の 決 意 が

含 まれ て い る 。 イ エ ス は 単 に 神 の 救 い の 意 志 を伝 達す る た め で は な く， 御 自身

を 引 き渡 す た め に 来 られ た の で あ る 。 そ し て イ エ ス は 宣教 の 業を 弟 子 た ち （教

会 ） に 委 ね られ た ． 教 会 の 宣 教 と は ま さに こ の 神 的 引 き渡 し の 証 言 に 他 な らな

い ． 教 会の 伝 統 とは 引 き渡 し の 伝 承 行為 とし て の 宣 教 で あ り ， そ の 宣教の 業に

お い て ， キ リス トは 御 自身 を渡 し続 け て お られ る 。 従 っ て 御 自身 を 死 へ と引 き

渡 され た キ リ ス トは ， 宣 教 と し て の 伝 承 の 対 象 で あ る の み な らず ， 伝 承 そ の も

の の 主 体 な の で あ る 24）
。

　 エ ー ベ リン ク は ， こ うし た バ ル トの 伝 統概 念 とデ ィ
ー ム の 宣教 論 に 賛 同 し つ

つ
， 伝 統 概念 を丁 寧 に 顧 み る作 業 を行 っ て い る 。 エ イ レ ナ イオ ス や テ ル ト ゥ リ

ア ヌ ス に お い て は ， 規 範的 な もの は 起源的な もの で あ り ， 起 源 的 な も の は 使 徒

的 な もの で あ る とい う考 え 方 が 支配 的 で あ っ た 。 そ れ が や が て 監 督 職 の 権 威 と

結 び つ け ら れ て ， い わ ゆ る 使 徒 的 伝 承 （dm σ To λしKh 　” αpdδoσ LS
，
　successio

apostolica ） とし て 定位 され は す る もの の
， そ こ で は ま だ 後 に 見 られ る よ うに ，

監督は 使徒の 代理 人 で あ り ， 教会は 受肉者の 延 長 で あ り ， そ れ 故 延長 サ レ タ キ

リス ト （Christus　prolongatus）で あ る とす る よ うな 考 え 方 は 見 られ な か っ た 。 聖

な る 伝 統 （traditio）が 聖 書 と並 び 立 つ 権威 と され た の は ， 宗 教改革の 聖 書 原 理

に 直 面 し て ， 従 来 の 教 会 的 権威 を 保守 し よ うと努め た ト リエ ン ト公 会議 の 神 学

に お い て で あ る
25）

。 し か し こ の 聖 書 と聖 伝 の 並 列 化 は ，実 際 に は 聖 書 に よ っ て
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生 み 出 され た教会が 聖 書 を支配 し監督す る とい う結果 を 招来す る こ とに な っ て

し ま っ た 。

　 こ れ に 対 し て 宗 教 改 革 は 聖 書 ノ ミ （sola ・fide）の 原 理 に よ っ て ， 教 会的権威 を

聖書 の 下 に 基礎 づ け よ うと し た 。 権威 の 所 在 は た だ イ エ ス ・キ リス トを証 し す

る聖 書 に あ る 。 従 っ て こ の 権威 の 源 泉 とし て の 聖 書 を聖 書そ の もの に 即 し て い

か に 解釈す るか が 教 会 の 宣 教 の 重 要 な課 題 とな る 。 こ の 場合 ， 過 去 に 書 か れ た

書物 で あ る聖 書が 神 の 言 葉 とし て 現 在 の 経験 と な る と い う解釈学的出来事 は ，

す ぐれ て 信 仰 の 生 起 と し て 特 徴 づ け られ る もの に な る 。 なぜ な ら啓示 は 神 の 隠

れ にお け る啓示 で あ り， そ れ は 証 言 され ， 信 じ られ る とい う仕方 で 経験 され る

か らで あ る 26）。 従 っ て こ こ で も教 会 の 伝 統 は 宣 教 の 行 為 と結 び つ く。 イ エ ス ・

キ リス トの 起 源 的 な 証 言 を更 に 証 言 し 続 け る宣 教 に よ っ て ， 初 め て 信仰の 可 能

性 が 開 か れ るか らで あ る 。 教会 は 教 会 史 を 自己 自身の た め に 必 要 と し て い る の

で は な い 。 教会 の 歴 史 は 教会の 自己保身や 自己発展 の た め に 存在 し て い る わ け

で は な く ， む し ろ ， 教 会 が こ の 世 の 歴 史 に 向 か っ て イ エ ス
・キ リス トの 最 初 の

証 言 を 証 言 し 続 け る こ と で ， 信仰 の 可 能性 を 作 り出 す た め に こ そ 存在 し て い

る 27）
。

「教 会史 とは 聖 書 の 解 釈 史 で あ る 」 と い う ， よ く知 ら れ た エ ー ベ リン ク

の 命題 は ， ま さに こ の 宣教論の 文脈 の 中で 理 解 され な けれ ば な ら な い 。 も し イ

エ ス ・キ リ ス トに つ い て の 起 源 的 な 証 言 を 解 釈 す る こ と な し に ， た だ 同語 反 復

し て い る とすれ ば ， 聖書 の 言葉 は 宣 べ 伝 え られ た こ とに は な らず ， 閉鎖集 団 の

秘 密 の 言 葉 に 留 ま っ て し ま う。 教 会 は 世 に あ り ， 世 に 遣 わ され て い る以 上 ， 宣

教 の た め に 聖 書 を解釈 し続 け る 行為 こ そ ， 教 会 の 伝 統 を形 作 る の で あ る 。
「聖 書

の 解 釈 に お い て ， イ エ ス
・
キ リス トの 証 言 が 声高 に 語 られ る と こ ろ で ， 初 め て

教 会 史 は 遂 行 され る 」
28）。 確 か に こ の 解 釈 行 為 に お い て ， 保 持 され る べ き も の

と変革 され る べ き も の とが 批 判的 に 吟味 され る 。 解釈 者 の 置 か れ て い る世界 の

言葉 は 変 化 し て い る の で ， そ れ に 応 じ て 宣教 の 語 りに も変化 が 生 じ る 。 し か し ，

こ の 変化 の 中に あ っ て 変 わ ら ざ る もの
， それ が 教会 の 起源 そ の もの で あ る イ エ

ス ・キ リス トで あ る
29）

。 こ の 変 わ ら ざ る 方 を 死せ る伝 統 に 閉 じ こ め る の で は な

く， 生け る伝統 と し て た えず新 しい 言 葉 で 語 り続 け て ゆ くべ きな の で あ る ．
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　 さ て こ の 関連 で ， 早 くか ら伝統概念 に 注 目 し て い た 日本 の 神学者 とし て ， 熊

野義孝 に触れ ざ るを えない 。 熊野の 伝 統理 解 を こ の 宣教論 の 文脈 に おい て捉 え

返 し ， 再 評 価 す る こ とに し た い 。 熊 野 に よれ ば ， 宗 教 の 本 質は 神 と人 間 との 間

の 仲保性に あ る 。 そ の 仲保性の 質に お い て 宗教 の 質 が 問わ れ る 。 キ リス ト教 の

本 質 は ， 仲保 者 の 自己 奉 献 に お い て 赦 罪 が 生 起 し た と い う点 に あ る 。 問題 は ，

そ の 仲 保 者 の 事業 を伝 承す る もの と し て 教 会 が 存立 す る に 至 っ た とい う事態 で

あ る ．「キ リス トの 生 命が 伝 承 され る た め に は
， そ の 受 肉 の 体 が 必 要 で あ っ た 。

教 会 的伝 統 は 超越 的神 性 へ の 憧憬で は な く ， す な わ ち ， キ リス トの 啓示 を単 な

る神 性 の 顕現 （Theophanie）とせ ず ，ど こ まで も受 肉 （Menschwerdung ）とな す 」
30｝

。

し か し ， そ の よ うな教 会 的 伝 統 は ， 受 肉 の 延 長 と し て の 教会の 教理 や制 度 の 中

に 固定 化 され た 物 と し て で は な く， あ くまで そ の 主体性 に お け る絶 え ざ る伝承

作用 と し て ， 生 命 的 ， 創 造的 に 理 解 され な け れ ば な ら ない
31）

。 で は 何 を 伝 承 す

る の か 。 それ は
，

「罪 を赦す 権威 1 （マ コ 2 ；10）の 伝 承 で あ り ， 教会 の 使 徒性 と

い うもの も ま た ， た だ こ の 赦 罪 の 権 威 を 委 託 され た 継 承者 と し て （llコ リ 5 ：17

以 下 ）理 解 され な け れ ば な らな い
32）

。 で は 更 に 具 体 的 に 見 て ，
一

体何 が キ リス

トの 赦 罪 の 権 威 を 伝 承 す る 現 実態 な の か ． そ れ は ， キ リス トの 犠 牲 的 自 己 奉 献

を 反 復す る祭 儀 的 サ ク ラ メ ン トな の か （ロ
ー

マ ・カ ト リ ッ ク ）， そ れ と も秘 教 的

な 教 義 の 伝 承 なの か （ギ リシ ア 正 教 ）。 熊 野 は ， 福 音 主義教 会が そ れ を信 仰 告 白

の 継 承 とい う線 で 捉え ， 特 に 福音の 説 教 とし て そ れ を行使 し て き た と理 解 す る 。

説 教 とは prae−dicatum （前 で 語 られ た もの ） とい う語 義か ら し て
， 公衆 の 面 前

で 語 られ る と共 に 超越者の 台前に お い て 語 られ る 信仰告 白の 発 展 で あ り ， 神 と

人 との 前 で キ リス トを 証 し す る 信 仰 告 白の 行 為 で あ る ． そ し て こ の 告 白的 な 行

為 に お い て 説 教 は 和 解 の 言 葉 を運 び ， 仲 保 者 の 事 業 を 継 承 す る 33）。 い わ ゆ る

「鍵 の 権能 （potestas　clavium ）」 は ， ペ ト ロ 個人 で は な く， 教 会 の 信 仰告 白に 対

し て 与 え られ た の で あ り ， そ れ は カ ル ヴ ァ ン に よ れ ば ，
「た だ 聖 書に 基づ く宣教

行 為 に よ っ て 担 わ れ る 」
34）

。 説教に よ っ て 信 仰 告 白の 継起が 起 こ り， 信 仰 者 の

実存 が こ の 告 白的行 為 を 介 し て 形 成 され る 時 ， 伝 統 は 歴 史 的教会 に お い て 具現

化 され る 。 使 徒的 継承 とは ま さ し く 「信 仰告 白 ノ継承 （sUccessio 　confessionis ）［
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以 外の 何 もの で もな く
35）

， それ を担 うもの が 御言i葉の 役者 （nlinister 　of 　the　word ）

と し て の 説 教者 で あ る 。 もち ろ ん 説 教が 赦 罪 の 権威 を担 うか ら とい っ て
， 説教

そ の もの が 赦罪 を起 こ すわ け で は な い が
， 説 教 は赦 罪者 を証 しす る こ とで ， そ

の 権威 の 担 い 手 とし て 用 い られ る の で あ る。 こ うし て 熊野 もい ち早 く伝 統概 念

に 着 目し ， そ れ を 信 仰告 白の 継 承 ， そ し て 特 に 宣教 行 為 との 関 連で 展 開 し て い

た の で あ る
36）

。

V 　宣 教 の 出来事

　 ブ ル トマ ン が 切 り離 し て し ま っ た よ うな ， 史 的 イ エ ス と ケ リ ュ グ マ の キ リ ス

トの 二 者択
一

とい う図 式 は ， 事柄 に 正 し く即 し て は い な い 。 む し ろ 両者 は 神 に

つ い て の 語 りに お い て 連 続 し た 線 の ， そ れ ぞ れ 違 う段 階 を表 し て い る 。 神 支 配

の 到 来 を言 葉 に もた らし た イ エ ス は ， 自らの 存在 と行為 に お い て 神支配 に つ い

て の 言 葉 と な っ た の で あ り ， そ れ 故 ， イ エ ス の 宣教 と ， こ の 宣 教 す る イ エ ス を

キ リス ト とし て 語 る教会の 宣教 とは ， 切 れ た 二 本 の 線 で は な い 。 前者は 後者の

根 拠 で あ り， 後 者は 前者の 帰結 で あ る 。 神 の 国の 終 末 論 （メ シ ア ニ ズ ム ） は 終

末論 的贖罪論 （十字架 の キ リス ト）に お い て 成就 して い る 37）
。 そ して こ の 連続

性 に お い て
， 啓 示 は 啓 示 の 担 い 手 を 持 ち ， 繰 り返 され る 宣教 行 為 の 中で 常 に 新

た に 出来事に な る 。

　その よ うな 意味 で 教会 に 引 き継 が れ た 宣教 は ， 何 よ りも言葉 の 出来事 とし て

起 こ る 。 言語 の 特徴は ， 直接 見 え る仕方 で は 現れ て い な い もの を 言 語 へ と も た

ら し ， そ の こ とで 隠 れ て い る もの を 間接 的 に 表 示 す る 点 に あ る
38）

。 言 葉 の 出 来

事 に お い て 重 要 な こ とは 言 葉の 理 解 で は な くし て ， 言 葉 に よ る理 解 で あ り， 言

葉 は あ くまで 隠 され た現実が 自らを現 す 際 の 媒体 に す ぎ な い
39）

。 言 葉 の 出来事

に お い て 起 こ る こ と は ， 単 に 情報が 提 供 され る とい うこ とで は な く， 語 る 者 と

聴 く者が ， 語 られ る こ とで 露 わ とな る現 実を共 有 し
， そ の 新 た な る 現 実 へ の 参

与 が 起 こ る とい うこ と で あ る
40）

。 神 に つ い て の 語 りが 宣教の 中で 出 来 事 とな る

時 ， 神 が 語 りへ と到 来 し ， 神御 自身が 聴 く者 へ と関 わ り， 聴 く者は 神 との 関 わ

りの 中 に 置か れ て い る 自分 を発見 す る 。 神の 言 葉が 出来事 とな る時 ， 神 と人 間
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との 間に 関係 の 創 出が 起 こ り ， 信 仰 とい う仕 方 で 神 と人 間 と が 対 応 す る の で あ

る． こ の 信 仰 を生 起 させ る もの は 聖 霊 で あ る u そ もそ も神 が言語へ と到来す る

と い う事 態 は
，

三 位
一

体 な る神 の 第 三 位 格 ， す なわ ち聖 霊 の 存 在 と働 き抜 きに

は 不 可能 で あ り ，
こ こ で の 議論全体が 置か れ て い る教義学的 ロ キ （場所）は 聖

霊 論 に 他 な らな い 41）。

　言 葉 は 存 在 を照 らす 光 で あ る 。 言 葉 が 到 来す る と こ ろ に 理 解 が 生 じ
， そ の 時

人 間 は 本 来の 人 間 ， すな わ ち言 葉 （Wort） に 応 答 （Antwort）す る 人 間 とな る 。

こ の こ とは
一

般 の 人 間 学 的 知 見 で は な く ， 神 学 的 な 認 識 で あ る 。 神 の 言 葉の 中

に 起 源 を 持 つ 人 間は ， 神 の 言 葉 を聴 き ， それ に 応 答的 に な る こ とに お い て ， 初

め て 神似 像 的 な 人 間 ， 神 に 対 応 す る人 間 とな る
42）

。 語 りか け る 神 に 対 応す る の

は 語 りか け られ る人 間 で あ り ， 語 りか け られ る こ とで 人 間は語 る存在 へ と呼び

出され
， 神 に 応 答す る 対話的存在 と な る

43）
。

　確 か に 聖 書 に よれ ば
， 啓 示 は 自然 的な 神 顕 現 とは 異 な り． 歴 史 と し て 間接的

に 起 こ る の で あ る が ， しか しそ れ は 言葉 を 伴 っ て 起 こ る の で あ り， 言 葉 の 出 来

事 と し て 伝 承 され る の で あ る 。 歴 史 の 神 学 と言 葉 の 神 学 は 相 即 不 離 で あ る n 出

来事 は 言 葉 を 伴 うこ とで 歴 史 と な り ， 歴 史は 物 語 られ る こ との 中で 有 意味 な歴

史 とな る 44）。

VI 物語 られ る秘義

　ヴ ィ ッ トゲ ン シ ュ タ イ ン は 「語 る こ と の で き な い もの に つ い て ， 人 は 沈 黙 し

な け れ ば な ら な い 」 と述 べ た 45）
。 これ は 一

般的 な秘義の 持つ 否 定的 な側 面 で あ

る 。 しか し ， 新約 聖 書 は こ れ とは 異 な る 秘 義 の 積極 面 を 知 っ て い る 。 そ れ は 公

に 宣 べ 伝 え ら れ る秘 義 とい う性 格 で あ る （1テ モ 3 ：16 以 下 ）。 秘 義 は 秘 義 と し

て 宣 べ 伝 え られ ね ば な らな い
。 し か も秘義 で あ る こ とをや め る こ と な し に で あ

る ． 宣 べ 伝 え られ る こ とで 未 知 の 恐 怖 は 取 り除 か れ るが ， 代 わ りに 信 頼 に 満 ち

た 畏 怖 が 生 じ る。 新 約 聖 書 が 宣べ 伝 え て い る の は こ の よ うな 秘義で あ る 46）
。 先

の ヴ ィ ッ トゲ ン シ ュ タ イ ン の 言 葉 を 我 々 な りに 少 し 変 え て 言 い 表 せ ば
，
「語 る こ

との で き な い もの に つ い て
， 人 は 適切 に 沈 黙 し な けれ ば な らない とい うこ とを ，
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適切 に 語 らなけれ ば な らない 」 の で あ る 。 で は適切 に 沈黙す べ きで あ る こ とを

い か に 適 切に 語 る こ とが で き る で あ ろ うか 。

　神 とい う言葉 は 現 実性 の 秘義に 関わ る もの を言 い 表そ うとして い る 。 従 っ て

世 界 の 現 実性を 捨象 し た 神 へ の 問 い は 無 意 味 で あ り ， 宣 教 の 言葉 は ， 世 界の た

だ 中 に 到 来 し た 神 に つ い て 語 る以 上 ， 世 界 と歴 史 と人 間実存の 深 み か らの
， 神

に つ い て の 語 り とな らざ る を え な い 。 も ち ろ ん そ の こ とで 神 が 世 界 の
一 部 に 編

入 され ， 神 に つ い て の 語 りが 人 間 的 実存の 有意味性 に 解消 され て し ま っ て は な

らな い が ， それ で もな お 神 に つ い て 人 間 の 言葉 で 語 る とい う制約 を持 た ざ る を

え な い 。 そ こ で 深刻に 露 呈 され るの は ， 神 を 前 に し て の 人 間 の 言 葉 の 貧 し さ，

そ の 不 適 格 性 で あ る 。 こ の 不 適格 性 に もか か わ らず ， 宣 教 に おい て 人 間が 神 に

つ い て 語 らね ば な ら ない とすれ ば
， それ は た だ 神 御 自身が 人 間 の 言葉 の 中へ と

到 来 し ， これ を清 め て用 い る とい う出来事が 起 こ らなけれ ば な らな い 。
「『神 』

と い う言葉 （das　Wort
“

GoIt
”

）は 神 の 言 葉 （das　Wort　Gottes）を必 要 とし て い る j47）。

で は 神 の 言 葉が 人 間の 「神」 とい う言 葉 の 中 に 到 来 す る 時 ， 何 が 起 こ る の で あ

ろ うか 。 そ れ は ， 人 間 の 言 葉 が ま ず 分 か た れ ， 判 断 され ， 審判 を受け る とい う

こ と で あ る 。 真 実 （verax ） の 神 の 言 葉 は 人 間 の 言 葉 を 偽 り （mendax ） と し て 暴

露す る （ロ マ 3 ：3）48）
。 そ の よ うに し て 神 の 言 葉 は ， 神 とい う言 葉 の 抱 え 込 む

あ らゆ る偶像崇拝的 な 要 素 を 排 除す る。 「私 は 主 ，あ な た の 神 … …
． あ な た に は

私 を お い て ほ か に神 が あ っ て は な ら な い 。 あ な た は い か な る 像 も造 っ て は な ら

な い 。

… … あ な た の 神 ， 主 の 名 をみ だ りに 唱 え て は な ら な い 」 （出 20 ：1− 7） と

い うこ とが ， 宣 教 の 言葉 の 中で 先 鋭 化 され る （ガ ラ 4 ：8− 11）． 宗 教 改革 的認識

に 従 え ば ，
「神 は 言 語 に も た ら され る の で は な く， 言 語 へ と到 来 す る の で あ

る」
49 ）。 そ れ 故重 要 な こ とは ， 神 が 言 語 へ と到 来 し た と こ ろ （啓 示 の 歴 史）か

ら ， 世 界の 秘 義 と して の 神に つ い て ， 適切 に 沈 黙 し つ つ 適 切 に 語 る とい うこ と

に な る。

　神 の 言 葉が 人 間の 経験 の 中 に 到 来す る時 ， 人 間は 問 い の 中に 置 か れ る 。 神 を

問 う人 間は 逆 に 神 に よ っ て 問われ る存在 と な る 。 人 間 は 誕生 と死 の 間に は さ ま

っ た 現存在 の 問題 性 の 中で ， 神 な くし て 生 きる ， あ る い は 偽 りの 神に よ っ て 生
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き る こ と が 本 当 に 可 能 な の か ， 答 え な け れ ば な ら ない 。 神 の 言 葉 に よ っ て 問い

の 中 に 置か れ た 人 間は ， 最終的に は 自分 自身 を も ラ デ ィ カ ル に 問い に 付す 存在

と な ら ざ る を え な い
5ω

。 そ して そ の 時 ， 世 界 が 自明 で あ る と考 え て い た 世 界の

現 実 性 も ま た 崩 れ 去 る 。 人 間は 啓 示 に 出会 う前に は
， 世界 に と っ て 自明で あ る

と考 えて い る世 界の 現実性 を絶対視 して い る 。 それ が 彼 の 世 界観的 前理解 で あ

る 。 し か し啓示 と し て の 神 の 言 葉は ， こ の 世 界 の 自明 性 よ り も ， も っ と根 源 的

な 自明性 ， い や 本 当は そ れ が神 に と っ て 自明 で あ るが 故に 最 も 自明 的で あ る ，

神 の 現 実 を垣 間 見 させ る 。
「信仰は 神 を ， 究極 的 で 本 来 的 な世 界 の 秘 義 と し て 知

る． しか し ま た 同 時 に 信仰 は
， 神 を最 も自明 で あ るもの と して 理 解す る」

51）
。

ユ ン ゲ ル に よれば
， 神 の 受 肉 と人 間化 ， そ し て 十 字 架 と復 活 は ， 世 界 の 自明性

か らす れ ば 躓 き とな る も の で あ る。 し か し
， 神 の 自明性 に お い て ， それ は 世 界

の 秘 義 と し て の 神 の 愛 を 明 らか に 示 し ， 人 間 の 古 い 自明 性 を覆 し て
， 新 し い 現

実を 開示 す る もの なの で あ る 。 イ エ ス ・キ リス トに お い て 自己 を啓 示 し た 神は ，

言 葉 を持 っ た 人 格 的 な 神 で あ る 。 こ の 神 の 人格性 とい う点 に こ そ ， 聖 書 が擬人

論的表 現 を も避 けず ， 神 に つ い て 人 間的に 語 る理 由が あ る 。 そ し て そ こ に ま た

ユ ン ゲ ル に よれ ば ， キ リス ト教 神 学 が 神 の 歴 史 を物語 る （erzahlen ）学 問 と し て

「物語 る神 学 （narrative 　Theologie ）」 とな らざ る を え な い 理 由 が あ る 。 神 の 思 想

は た だ ， 人 間 とな られ た 神の 歴 史 を物 語 る とい う仕 方 に お い て だ け ， 自己 を啓

示 す る神 に 対 応 す る 出 発 点 を持 つ こ とが で き る 。 そ うで な けれ ば ， 十 字 架 の 歴

史に お け る愛 とし て の 三 位
一

体 な る神 の 本 質を 十分 に 語 る こ とは で き ない
52）

。

　更 に 福 音は
，

こ の 新 し い 神 の 現 実を 開示 す る と共 に ， そ の こ とで 世 界 が 自明

的 だ と考 え て い る よ り も よ り 自明 的 な 新 し い 世 界 の 現 実 を も開 示 す る。 それ

は ， 神な き ， 赦 罪 な き世 界 と， 赦 罪 の も とに 置 か れ た 希 望 に 満 ち た 世 界 との 根

本的 な違 い を 明 らか に す る 。エ
ー ベ リン ク も ま た こ う述 べ る 。 「神が 言 葉に 到 来

す る とき， そ れ に よ っ て われ わ れ に か か わ る 現 実 全 体 が 新 し く言 語 に もた ら さ

れ る の で あ る 。 神 の 言 葉 は 神 を孤 立 的 に 言 語 に も た らす とい うよ うな こ とで は

な い 。 な ぜ な ら ， 神の 言葉 は い わ ば 神 を 照 らす 光 で は な くて ， 神 か ら放射 しわ

れ わ れ の 実 存 の 場 所 を照 明 す る光 で あ るか ら で あ る 。 神 が み 顔 を も っ て 照 らす
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と き （民 数記 6 ：25）， われ わ れ に と っ て 世界は 別 の 顔を得る 」
53）。 し か もそれ

は 単な る 認識 論 的 な刷 新 とい う意味 に 留 ま る の で は な く， 我 々 の 生 き方 を も変

え る 存在論 的 ， 歴 史形 成 的 な変 革 とい う次 元 を も含ん で い る の で あ る
54）

。

V皿 説 教 され る テ キ ス ト

　神の 歴史的啓 示 を 宣教す る もの として 聖書が あ り， そ の 最初 の 宣教 の 宣教 と

し て 伝 統 が あ る 。 聖 書 と伝 統 は 独立 し た 並 立 関係 に あ る の で は な く， む し ろ 両

者は 切 り離 し えない 宣教 の 連続的 出 来事 として 存在す る 。 こ の 点 を先鋭化 して

表 現す れ ば ，説 教 （教 会 の 宣 教 ）は 聖 書 テ キ ス ト （最 初 の 宣教 ） を 持 っ て お り，

聖 書 テ キ ス トは 説 教 に よ っ て 聖 書 とな る とい うこ と で あ る。

　デ ィ
ー ム に よ れ ば ， 伝 統 概 念は カ ト リ ッ ク に お い て ，

「信 仰 ノ遺産 （depositum

fidei）」 と し て
， 監 督 の 教 えの 職務 （教導職 ） と結 び つ け られ て 理 解 され る 傾向

を持 っ た。 グ ノ ー シ ス 的 な 誤 っ た教 え か ら健 全 な教 え を 守 る た め に
，

キ リス ト

証 言 が 固定 され た 教 え の 体 系 とな っ た 。 そ の 結果 ， 最 初 の 証 言 の 伝 承 行為 と し

て の 説 教は ， 教 会 的 実 践 の 中で 明 確な 位置 を失 い
， サ ク ラ メ ン トが 赦 罪 を伝 承

す る唯
一

の 媒体 と し て 上位 に 位 置づ け られ る こ とに な っ た 。 そ の 結果は ， 聖 書

そ の もの の 地 位 も低 め ら れ る とい うこ とに な る 。 こ れ に 対 し て 聖 書 を 取 り戻 し

た の は 宗 教 改革 者 た ち で あ り， デ ィ
ー

ム に よれ ば 彼 らは そ の 時 ， 聖 書 が 説 教 テ

キ ス トで あ る こ と を再 発 見 し た の で あ る
55）

。 ル タ ー 派 の ヴ ィ ッ テ ン ベ ル ク信 仰

告 白 （1551） に お い て
， 聖 書 は 説 教 の た め に 与 え られ た 書物 と し て 明 白 に 定位

され る 。 ま た 改革 派 の 第ニ ス イ ス 信 仰 告 白 （1566） で は ，
「神 ノ 言葉 ノ説 教 ガ ，

ス ナ ワ チ 神 ノ 言 葉 デ ア ル （praedicatio　verbi 　Dei　est　verbum 　Dei ）」 と宣 言 され る

に 至 る 。 こ の こ とは彼 らが ， 聖 書 は それ に 固有 の 使用法 に お い て 初め て そ の 効

力 を発 揮す る こ とを 見 て 取 っ た とい うこ とで あ り， 聖 書 に 固有の 使 用法 とは ，

そ れ が 神 の 言 葉 と し て 説教 され か つ 聴 か れ る とい う使 用 法 な の で あ る。 パ ウ ロ

自身が 「福音 を 宣べ 伝 え る （∈thαγγ∈λCζ∈σ θα し T6 ∈ぬ Yγ‘λしo レ）」 （1 コ リ 15 ：1，　 H

コ リ 11 ：7，
ガ ラ 1 ；11） とい う同語反復的 な言 い 方 をわ ざわ ざ し て い る の も ，

ま さに 福 音 は そ れ を宣 べ 伝 え る とい う宣 教 の 出 来事 と切 り離 し え ない もの だか
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らで あ る 56＞。 神 の 言 葉 は 聖 書 が 説 教 され る こ との 中 で 「福 音 ノ 生 ケ ル 声 （viva

VOx 　euangelii ）」 と な る 。 こ の こ とは エ
ー ベ リン クに よれ ば ， 逆 説 的 に 聞 こ え る

か もしれ な い が ， 聖書 を 当時の 民衆 の 言 葉に 翻 訳 し ， 書物 と し て の 聖 書 を 取 り

戻 し た ル ター が ， 特 に 強 調 し た 点 で あ る． ル タ
ー

は 言 う， 「新 約 聖 書 とい う点で

言え ば ， 説 教 が 生 きた 声 を も っ て 口 頭 で 公 に な され るべ きで あ り ， そ れ 以 前に

は 秘 密 の 装 い の 下 ， 文 字 の 中 に 隠 され て い た もの が 言 葉 に もた ら され ， 聴 か れ

る べ きで あ る」
57）

。 聖 書 は 説 教 され る こ と を待 っ て い る n なぜ な ら 聖 書 は 初 め

か ら説 教の た め の テ キ ス トと し て 書 か れ て い るか らで あ る。 テ キ ス トか ら説教

へ
， 書か れ た 文 字 か ら語 られ る 言葉 へ の 転換 ， そ れ が 宣 教 の 出 来 事 と し て 礼 拝

の 中 で 起 こ る時 ， 聖 書 は 神 の 言 葉 とな る 。 し い て 類 比 的 事 例 を 挙 げ れ ば ， そ れ

は ， 法 律 の 条文 が 裁判 の 法 廷 で 宣言 され る こ とに よ っ て 法 的な効力 を持 つ の と

似 て い る
58）

。 書か れ た テ キ ス ト と し て の 聖 書 は ，説 教 され る宣 教 の 出 来 事 の 中

で
， 解釈 され （explicatio ）， 黙 想 され （meditatio ）， 適 用 され て （applicatio ）， 神

の 言 葉 の 現 実 化 に 仕 え る の で あ る 。
「多 くの 書か れ 印刷 され た 言 葉の 間 に あ っ

て
， われ われ が 見の が し て は な らな い こ とは ， 言葉が 話 され て い る こ とに よ っ

て の み ， 言葉 の 本 質 が
，

つ ま り 口 頭 に よ る ， 出 来 事 とな る 言葉 と し て ， 開 示 さ

れ る とい うこ とで あ る 。 従 っ て ， 言 葉の 出来 ：事の 原 型 は ， 話す と きの 状 況 を抽

象 で きる よ うな叙 述 な どで は な い 。 む し ろ 言 葉 の 出 来 事 は 伝 達 と し て 特 徴 づ け

られ よ う。 ・… ・・言葉が 伝 達 と し て 可 能 に す る 事 柄 は ， わ れ われ が われ わ れ の 知

識 を増大す る教 示 の こ とを 考え るだ け で は ， 決 し て 理 解 され て い な い 。 言 葉 の

出来 事 の もつ 力 は ， そ れ が わ れ わ れ の 実 存 に お い て わ れ わ れ を 襲 い
， われ われ

を変 え る こ とが で きる とい う点 に 成立 す る 」
59）

、

V皿　ケ リ ュ グマ と ドグマ

　さて 重 要 な こ と は ， そ の よ うな神 の 言 葉 の 現 実 化 に 仕 え る 宣 教 の 出 来事 が ，

神 の 言葉 か ら そ れ ず ， 真に 神 の 言葉 に 対 応す る た め に は ， 釈義 か ら説 教 へ と至

る黙想 の 過 程 に ， テ キ ス トの 教義学 的 吟味 が 求 め られ る とい うこ とで あ る 。 こ

こ に お い て ケ リ ュ グ マ と ド グ マ との 間 の 内的 関連が 正 し く見極 め られ ね ば な ら
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ない 。
「守 っ て きた 善 い 教 え」 （1 テ モ 4 ：6），

「健全 な 教 え 」 （llテ モ 4 ：3） と

は
， 聖 書 を形 作 る ケ リュ グ マ 自身か ら 出た もの で あ り， ケ リュ グマ な き ド グ マ

が 健 全な もの で な い の と同 じ よ うに ， ドグ マ な き ケ リ ュ グ マ も適切 な もの で は

あ りえ な い 。 確 か に 聖書 は 啓示 の 証 言 で あ るが
， デ ィ

ー ム に よれ ば そ の 証言 に

は 二 通 りの もの が 含 まれ て い る 。

一
つ は 事 実 の 証 言 （Tatsachenzeugen）で あ り ，

も う
一

つ は 真 理 の 証 言 （Wahrheitszeugen） で あ る 60）
。 証 言 が 単 な る歴 史的 事実

の 確定 に 関わ る こ とで 終わ らず に
， そ の 真 理 性 の 証言 を も含む が 故 に ， ケ リュ

グ マ は ドグ マ を 含 み ， ド グ マ は ケ リュ グ マ に 仕 え るの で あ る 。 従 っ て ケ リ ュ グ

マ の 担 い 手 とし て の 説教者 に は
， そ の 説教 が 啓示 に 適合的 で あ る か ど うか を 検

証 し ， か つ 啓 示 の 真 理 性 を ， 自分 の 置 か れ た 時 代 環 境 の 中で 弁 証 す る た め に
，

た えず教義学的認識 と洞 察 を深 め る 努 力 が 求 め ら れ る こ と に な る 。 説 教 者 は 決

し て 唯 我 独 尊 的 に 存在す る の で は な い 。 彼 ／ 彼 女 は 宣教 の 出来事 と して の 伝承

行為 を担 う物語 る 教会 の 中 に い る 。 説 教 者 自身 も ま た 教会 の 伝 承 を 通 し て 福音

を受 け継 い だ の で あ り ， そ の 意味 で 説 教者 の 実 存 そ の もの が 宣 教す る教 会 の 伝

統 の 中に 置 か れ て い る 。 そ れ 故 ， 説 教 者 は 自分 の 思 想 や 勝 手 な 思 い つ き で 黙想

を押 し 進 め る こ とは 許 され ず ，
こ の 聖 書 を解釈 し続 け て きた 伝 統 の 中 で テ キ ス

トに 向 か い 合 うこ と に な る
6D

。 た え ず 教 会 の 信 仰 告 白が 学ば れ
， 顧 み られ

， そ

れ との 対 論 の 中で 聖 書 が 読み 解か れ ， 語 り明 か され な け れ ば な らな い 。 そ れ 故 ，

教 会 的伝 統 の 中 へ の 説 教 者 の 「正 規 の 召 命 」 とい うこ とが 軽 ん じ られ て は な ら

ず ， そ の 伝統 の 共有 に お け る 説教者集 団 の 継 続的訓 練 が 求 め られ る 。 こ の 意味

で は 聖 書 原 理 に 立 つ 宗 教 改 革 の 教 会 も ， 決 し て 全 面 的 に 伝統 を否 定 し た の で は

な い 。 む し ろ 聖書 よ りも上 位 に 立 つ よ うな伝 統 理 解 を退 け る教 会 の 伝 統 を重 ん

じ た の で あ り ， そ の こ とは ， 宗 教 改革 の 時 代 が 非 常 に 多 くの 信仰告 白 文 書 を 生

み 出 し た 時 代 で あ っ た こ とか ら し て も明 ら か で あ る 。 そ の 場 合 に 宗 教 改革 の 教

会が 明 文 化 し た 信仰告 白は ， 教会 に よ っ て 公 に 承 認 され ， 告 白 され た 福音 主 義

的 教 理 の 基 本 線 と し て 機 能 し て い る
62）。 聖 書 を 聖 書 た ら し め る信仰告 白の 流 れ

の 中に 立 っ て ， 聖 書は 解釈 され ， 説教 され な け れ ば な らな い 。
「道 は釈義か ら黙

想 を経 て 説 教 へ と続 い て い る 。 釈 義 は ， 特 定 の ペ リ コ
ー ペ の テ キ ス ト証 言 を ，
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歴 史的 一
批 評 的 研 究 に よ っ て ， そ し て そ の 歴 史的

一
回性 と具 体 的輪郭 に お け る

比 較を通 し て ， 可 能な限 り精密 に 明 らか に し なけれ ば な らない 。 しか しそれ に

よ っ て も う釈 義 的 作 業は 終 わ り と い うわ け で は な い 。

… … こ の 釈 義 的 作 業 は 同

時 に 教義学的熟考な し に は 不 可 能 で あ る 。 そ の こ とは
， テ キ ス トの 証 言 的性格

に 基 づ い て い る 。 テ キ ス トは 自己 自身 の 中 に 真 理 性 を持 つ の で は な く ， そ れ が

証 言 し て い る 事柄 の 中 に 持 っ て い る の で あ る 」
63 ）

。

IX　結 び にか え て 　 前 ス トー リー か ら 後 ス トー リ
ー

へ

　説 教 に お け る例 話 の 用 い 方 に つ い て は 賛否 両 論 あ り ， 実践 的 な レ ト リッ ク の

問題 と し て 扱 わ れ る こ とは あ っ て も， 神 学 的 に 検 討 され る こ とは 少 な い 。 神 の

言 葉 が 聖 書 とい う原 ス トー リー と し て 人 間 に 出会 う時 ， 人 間の 前 も っ て 抱 え 込

ん で い た 先入 観 ， 前理 解 ， そ れ ま で の 世 界 経 験 （前 ス ト
ー

リ
ー ） に 変 化 が 生 じ

る。 そ し て こ の 前 ス ト
ー

リ
ー

は 原 ス ト
ー

リ
ー と出会 うこ とで ， 聖 書 に よ っ て 示

され た 新 し い 現 実 を神 と共 に 生 き る ， 後 （ポ ス ト） ス トー リー へ と変 え られ て

い く 。 例 話 が 説教 に お い て IEし く位 置 づ け られ る とすれ ば ，
こ の 前 ス トー リー

が ど の よ うに 原 ス ト
ー

リ
ー を指 し 示 す の か

， そ し て そ れ は ど の よ うに 原 ス ト
ー

リ
ー と出 会 っ て 変 え られ る の か を例 証 す る （illustrate）こ とに 奉仕す る とい う仕

方 に お い て で あ ろ う。 例 話 が そ の よ うに 正 し く原 ス ト
ー

リ
ー

を 鮮 明 に 示 す こ と

に 成 功 し て い るか ど うか
， そ れ を 教 義学 的 に 吟味 す る こ とが 黙 想 の 課 題 と な る。

説 教 の 語 りが 人 間 の 小 さな 物 語 群 の 批 判 とし て ， い か に 大 い な る物 語 に な り う

る の か ， そ の こ とが 追 求 され な け れ ば な らな い
64）

。 今 こ こ で 神認識 の 三 つ の 道

と い う先 の 神 学概 念 を 借用 す れ ば ， そ れ に は 三 つ の 道 が あ る と考 え られ る 。 す

な わ ち ，   否 定 の 道 （前 ス ト
ー

リ
ー

が 否定 され る こ とで 原 ス トー リ
ー を 明 示 す

る），   卓 越 の 道 （前 ス ト
ー

リ
ー

の 成 就 と して 原 ス ト
ー

リ
ー を 明 示 す る），   因

果 の 道 （前 ス ト
ー

リ
ー

の 根 拠 と し て 原 ス トー リー を 明示 す る ） で あ る 。 そ し て

更に も う
一

つ 加 え られ る べ き こ とは
，   証 言 の 道 （後 ス トー リ

ー が 原 ス ト
ー

リ

ー を 例 証 す る ） で あ る。 そ れ は キ リス トに 出会 っ て 実 際 に ポ ス ト ・
ス トー リー

を 生 きた 者た ち の 証 し と し て 語 られ る場合で あ る 。 詳述す る 余 白は もは や な い
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の で 他 に 譲 らざ る を えな い が ， い ずれ に し て も例話 を無反 省 に 用 い るの で は な

く ， こ うし た 位 置 づ け を 明確 に す る こ とで ， 前 ス トー
リー や後 ス トー リー だ け

が 一
人歩 きし て ， 原 ス トー

リ
ー を覆 い 隠す こ との な い よ うに ， 説 教 者 の 語 りに

細 心 の 注 意 と神学的 な 自省 が 求 め られ る 。 教 義 学的 吟味を怠 っ た 未 熟で 粗 野 な

例 話の 使用 は 厳 に 慎む べ きで ， そ の よ うな もの は な い 方 が む し ろ ま し で あ る 。

実は 原 ス トー リー と し て の 聖 書 そ の もの が ， 啓 示 に 出会 っ た 人間た ち の
， 前 ス

トー
リ

ー か らポ ス ト ・ス トー リー
へ の 転 換 を既 に 豊 か に 物 語 っ て い る の で あ っ

て
， 特 別 な 例 話 な ど な し に こ の 原 ス ト

ー
リ

ー
に 内蔵 され た 動 的構 造 が ， 豊 か な

イ メ
ー ジ を喚起す る 語 りへ と もた ら され ， そ の こ とに 対 応 し て 聴衆 の 中 に 自ず

と前 ス トー リー か ら後 ス トー
リ

ー
へ の 転換 が 引 き起 こ され る 時 ， 説 教 は 最 も洗

練 され た 仕方 で 効果 あ る もの に な る と言 え る だ ろ う。

　 デ ィ
ー ム は 説教者 の 作業 を水 泳 に な ぞ ら え る 。 泳 ぐ者 は 実 際に 水 の 中 に 入

り， 泳 い で み な けれ ば な らな い 。 し か しそ の 時 ， 自分 の 力 で 泳 こ うと もが く者

は 溺 れ て し ま う。 正 し く水 の 浮 力 を 身体 に 受 け止 め た 者 だ け が
， 水 の 上 に 浮 か

び ， 泳 ぐ こ とが で き る 。 説 教 者 も 同 じ で あ る 。 テ キ ス トか ら離れ て 自分 の 考 え

を 述 べ よ うと もが く者 は 溺 れ る 。 し か し
， テ キ ス トの 証 言 の 持 つ 浮 力 を 身体 に

受 け止 め る者は ， 自在に 説教す る こ とが で きる 。 説教者は 自分
一一一

人 で 苦 闘す べ

き で は ない 。 説 教 者 が テ キ ス トを担 う前に ， テ キ ス トの 方 が 説 教者 を担 っ て い

る 。 まず こ の 浮力 を 見 出す こ と ， 啓 示 の 最初 の 証言 で あ る聖 書 に 徹 底 し て 耳 を

傾 け ， そ れ に 身を委 ね 切 る 時 ， 説 教 者 は い た ず ら な
：

苦闘 か ら解 き放 た れ る 。 説

教者 は た だ キ リス トを伝達 す る者 に す ぎな い 。
「神 と人 との 間 の 仲介者 も， 人 で

あ る キ リス ト ・
イ エ ス た だ お ひ と りな の で す 」 （1 テ モ 2 ：5）。 唯一

の 仲保 者 で

あ る キ リス トを 紹介す る こ とに ， 説 教 者 の 使 命は か け られ て い る 65）。

　現 代 に お い て は 語 りの 共 同体 が 消 失 し て し ま っ た 。 教 会は す ぐれ た 意 味 で 歴

史 を形 成す る語 りの 共 同体 で あ る 。 社 会 学的 意味 に お い て も ， そ の こ とが も っ

と 自覚され な けれ ば な らな い
。 し か もそれ は ， 神 に つ い て の 語 りに責 任 を負 う，

神 に 対応 し た唯
一

の 語 りの 共 同体なの で あ る 。　　　　　　　 （は が ・つ とむ）
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24）　 H ．Diem ，　Theologie　als　kirchliche　Wissenschaft．　BdJII．　Die　Kirche　und 　Ihre　Praxis

　 （以 下 Dog ．　Bd ．IIIと略），
MUnchen 　1963

，
　S．17L

　

　
　

　

　
　

ラ

　

ラ

　
　

　

　

5

67

8

90

12

34

2

22

2

23

33

33

G ．Ebeling，　VerkUndigung，　S．45．

G ．Ebehng，
　Verk“ndigung

，
　S．62．

G ．Ebeling
，
　VerkUndigung ，　S．8L

G ．Ebeling，　Tradition，
　S22 ．

G ．Ebeling，　VerkUndigung，　S．82．

熊 野 義孝 『キ リス ト教概論』 （新教 出版 社版著作 集第 6 巻 ）， 157頁 。

前掲書 204 頁 。 また 『教義学 下』 （著作集第 8 巻）， 456 頁 。

『キ リス ト教概論』 （著作 集第 6 巻 ）， 111頁 。

前掲 書 249 − 251 頁 。

『教義学 下 』 （著作集 第 8 巻）， 472 頁 。
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35）　『教義学 上 』 （著作集 第 7 巻）， 37 頁 以 下 。 『教義学 下』 （著作集第 8 巻），458

　 頁 。

36）　 ちな み に ， 直接 引用 し ， 対 論 し て い るわ け で は な い が ， 熊野 は 伝 統論 の 再 発

　 見 とし て エ ー ベ リン ク の 名 を 挙 げ ， 宣教 の 出 来事に よ る 歴 史形 成 とい う点 で 高

　 く評価 し て い る 。『教義 学 下 』（著作集 第 8 巻），
485 頁参照。 な お熊野 に お い て

　 赦 罪の 伝 統 を担 う もの に ， 説 教 と共 に また サ ク ラ メ ン トが あ る 。説 教 は 赦 罪 の

　 権 威 の 証 し で あ り， サ ク ラ メ ン トは そ の 徴 で あ る、 こ の 点 は 友 人 逢 坂 元 吉郎 と

　 の 交 流 に お い て 深 め られ た 点で あ る が ，本 稿で は 割 愛す る。詳 し くは 拙 著 『物

　 語 る教会の 神 学 』 教 文 館 ， 1997 年 ， 245 − 276 頁参 照 a

37）　 イ エ ス の 神 の 国 宣 教 とパ ウ ロ の 贖罪 論 宣教 との 間 に ， 連続 性 を想 定す る根 拠

　 に つ い て ， 詳 し くは 拙 論 「終末論的 メ シ ア ニ ズ ム 」 （『物 語 る教 会の 神学』 127・
−

　 152 頁 ） を参 照 され た い 。

38）

39）

40）

41）

　 お バ ル トの 場 合 ，

　 に 宣教 の 基礎づ け を 求め て い る と も考 え られ る が ，

　 聖 霊 論 との 関連 な し に は 成 立 し な い の で あ る （「物 語 る 教会 の 神学』212 ， 218 頁）。

42）　 G ．Ebcling．　WuG 　Bd ．1．
，
　S．343．

43）　 E ．JUngel
，
　GGW

，
　S．338．

44） 周 知 の よ うに バ ネ ン ベ ル ク は
， 言葉 の 神 学を 批判 し ， 代 わ りに 歴 史 の 神 学 の

　 主 張 を も っ て 登 場 し た 。 そ こ で 強調 され た こ との
一

つ は， 歴 史的啓示 に お け る

　 問接性 で あ る 。 「『神 の 言 葉 』 は
， 聖 書 的 な 意味 に お い て は ，近 代 の 人格 主 義 的

　 神学 が 前提 して い る よ うな，神の 直接 的 な 自己伝 達 の 意味 を も っ て は い な い し ，

　 も っ て い て もそ れ は た だ 周 辺 的 な こ とで あ る 」 （『歴 史 と し て の 啓 示 』大木 ・近

　 藤 他 訳 ， 聖 学 院大 学 出 版会 ， 1gg4 年 ， 42 頁 ）。 近 代 の 人 格 主義 的神 学 とい うこ

　 とで 言 わ れ て い る の は ，注 記 に よれ ば ゴ ー ガ ル テ ン の こ とで あ る 。 デ ィ
ー ム

，

　 エ ー ベ リン ク， ユ ン ゲ ル に お い て は 見た 通 り， 啓示 は まず 歴 史 と し て 起 こ る の

　 で あ り
， 言葉 に よ る 直接 的 啓 示 な どは 想 定 され て い な い 。 た だ そ の 歴 史 的 啓 示

　 とは 言葉 を伴 う出来 事 で あ り， そ れ を伝承 す る 宣教の 歴史の 中で 神 は 人 間 に 出

　 会 うの で あ る 。 そ の 意味 で は バ ネ ン ベ ル ク 自身が 伝承 史 とい う こ とで 述 べ よ う

　 と し た こ とと ， 内 実 に ほ ぼ 変 わ りは な い 。 歴史は 1裸 の 事実」 か らな る もの で

G ．Ebeling，　Sprachlchre，　S．210．

G ．Ebeling
，
　Wort　Gottes　und 　Hermeneutik，　in：WuG 　Bd 」，，　S，333．

G ．Ebeling，　WuG 　Bd ．1．，　S．342．

拙 論 「赦 罪の 伝統 と三 位
一
体論 」（『物 語 る 教 会 の 神学』 222 − 236 頁 ） 参 照。 な

　　 　　　 　　カ ル ヴ ァ ン の 教 説 を 基 に ， キ リス ト御 自身 の 預 言 者職 の 行 使

　　 　　　 　　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 こ の 預 言 者職の 行使 も ま た
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は な く， 理 解 と解釈を内包し て 伝承 され るか らで ある （前掲書 233 頁）。 デ ィ
ー

ム の 弟子 L ．シ ュ タ イガ ー が ，バ ネ ン ベ ル ク に 対 し ， こ の 啓 示 の 持 つ 証 言 の 言葉

と し て の 性 格 ， 伝承 の 宣教 的性格 を も っ と明確 に す る よ うに 求 め た こ とは ， 今

日 冷 静 に 振 り返 れ ば 決 し て 的 は ず れ な こ と で は な い で あ ろ う （L ．Steiger
，

Offenbarungsgeschichte　und 　theologische 　Vernunft．　Zur　Theologie　W ．　Pannenbergs，　in：

ZthK 　59亅g．1962 ，
88 − 115）。こ の 批判 に 対 し て バ ネ ン ベ ル ク は 『歴 史と して の 啓示 』

第 二 版 序 文 で ， シ ュ タ イ ガ ー た ち （そ の 師 が デ ィ
ー ム ）の 解釈 学が 神 の 言 葉や

言 葉 の 出来 事 を 「神 学的論議 の 最後 の 審 級」 と し て 前提 し て し ま っ て い る とい

うよ うに 逆 に 批 判 し て い る （前 掲 書 278 頁 ）。 両者 の 主 張 は 必 ず し もか み 合 っ て

い る とは 言 い が た い が ， 我 々 は ， 両 者 の 批判 す る点 は そ れ ぞ れ 十 分 に 傾聴 に 値

す る も の で あ る と い う こ と ， そ れ を ， 陥 っ て は な らな い 注意点 とし て 生 か さな

けれ ば な らな い こ と， し か し そ れ に よ っ て 両 者 の 本 来 主 張 し よ う と し て い る こ

と ま で が 捨 て られ る 必 要 は な い と考え る 。歴 史 の 神 学 と言葉 の 神 学 の 狭 い 二 者

択
一

を取 らず ， む し ろ し い て 言 え ば ，
「物 語 られ る歴 史 （erzljhlte　Geschichte）」 の

神 学 とい うべ き もの を構 想 す べ きで あ ろ うか と思 う （Vgl．　R　Mildenberger
，
　Bibli−

sche 　Dogmatik 　Bd ．1
，
　StUttgart　1991

，
　SS．168 − 180）。

バ ネ ン ベ ル ク 自身 ， 今度は エ
ー

ベ リン ク に 対 し て こ う述 べ る 。
「ま だ 現 存 し な い も の の

， そ の よ うな 先取 りは 言

語 を 通 し て の み 可能 と され る とい う洞 察 に お い て ， あ な た と私 は
一

致 し て い る

と思 い ます 。 結 局 近 付 け な い 神 の 現 実 ， 言 語 ， 歴 史 と い うこ れ ら三 つ の も の は

お 互 い に 密接 に 結 び 合わ され て い る の で す 。 こ の 関係 を如 何 に し て さ らに 厳 密

に 描 き出す こ とが で きる か が ， 私 た ち の 対 話の 本 当の 問題 だ と思 い ます 。 あ な

た が 言 葉 の 出 来 事 〔邦 訳版 「出 来 事 の 言 葉 」 は 誤 訳〕 の 解釈 過 程 と し て 描 き出

し た もの と ， 私 が 伝 承 の 伝 達 の 歴史 とし て 示 し た もの は ， 究極 に は 異 な る二 つ

の 主 題 で は な く ，

一
つ の 同 じ問 題 の 解 決 へ の 異 な っ た 接 近 方 法 で あ る と思 い ま

す 」 （「ゲル ハ ル ト ・エ
ー ベ リン ク氏 に 答 え て 」 「キ リス ト教社会倫 理 』深 井智朗

・ 荒 木 忠義 訳 ， 聖 学 院大学 出版 会， 1992年 ， 103頁 ， 傍点 筆者）。 な お 更 に 詳 し

くは ， W ．　Pannenberg，　Systematische　Theologie　Bd ．1
，
　G6ttingen　1988

，
　SS251 − 281 を

も参 照 。

　
　

　
　

　
　

　
　

　

5

6

78Q

ゾ

4

44

4

4

Wittgenstein，　Tractatus　logico−philosophicus，　Nr．7．　VgL　E 　JUngel，　GG 丶从 S．340．

E ．JUngel，　GGW ，　S．34L

GEbeling
，
　WuG 　Bd ．IL

，
　S421 ．

G ．Ebeling，　WuG 　Bd ⊥
，
　S．341，EJ 血ngel ，　Unterwegs ，　S．100．

EJUngel
，
　Unterwegs，　S．89，
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50）

51）

52）

G ．Ebeling
，
　WuG 　Bd ．L

，
　S，335 ．　E 　JUngel

，
　GGW

，
　S．335．

E．JUngel，　GGW ，
　S．334．

E．JUngel，　Die　Menschlichkeit　Gottes　als 　zu 　erztihlende 　Geschichte，　in： GGW ，　S．409

　
一430．

53） G ．Ebeling
，
　Das　Wesen 　des　Christlichen　Glaubens

，
　TUbingen　1959

， （飯 峯明 訳 『キ

　 リス ト教 信 仰 の 本 質』新 教 出版 社 ，
1963 年），

285 頁 。

54） 赦 罪 が 認 識 論 的 な 刷新 とい う次 元 に 留 ま らず ，法 的な義 の 転 嫁が 生 の 出来 事

　 とな り ， 存在 論的な変革 と し て も効力を持 つ とい う点 に 関 し て は ， 拙著 「〈死 と

　 新生 〉物 語 」 （『救 済 の 物 語 』 日本 基 督 教 団 出版 局， 1997 年 ）， 240 頁 ， また 「物

　 語 る 教会 の 神 学 』 185 − 205 頁 を 参照 。

55）

56）

57）

58）

59）

H ．Diem
，
　Dog ．　Bd．III．

，
　S，179．

H ．Diem ，　Dog ．　Bd ．IIL，　S．169 ．

M ．Luthcr
，
　WA ．10

，
1

，
1；625 ，

19 − 627
，
3

，
1522 ．　VgL 　G ．　Ebeling

，
　Tradition

，
　S．102 ．

G ．Ebeling
，
　WuG 　Bd ．L

，
　S．346．

前 掲 注 53） 書， 278 頁。 ユ ン ゲ ル の 師で あ る E ．フ ッ ク ス も また ， 「テ キ ス ト

　 の 解釈は 宣教の た め に こ そ あ る 」 こ とを強調 し て い る 。 E．　Fuchs
，
　Jesus．　Wort　und

　 Tat
，　TUbingen 　1971 ， S．140 ．

60）　 H ．Diem ，　Dog ．　Bd ．III．
，
　S．167．

61）　G ．Ebeling
，
　VerkUndigung

，
　S．10．

62）　 福 音主 義教会 の 出 し た 信仰告 白文 書 の 神学的 内容 を研究 し た もの に つ い て ，

　 最 近 の 文 献 を 挙 げ て お く 。 ル タ ー
派 に 関 し て は ， F．　Mildenberger，　Theologie　der

　 lutherischen　Bekenntnisschriften
，
　Stuttgart　l　983．　G ．　Wenz

，
　Theologie　der　Bekenntnis−

　 schriften 　des　evangelisch −lutherischen　Kirche，　Berlin　1996．改 革 派 に 関 し て は ，　 Jan

　 Rohls
，
　Theologie　reformierter 　Bekenntnisschri　ften，　G6ttingen　1987 （拙 訳 『改 革教 会

　 信仰 告 白の 神 学』 一麦 出版 社 ， 2000 年 ） な どが あ る 。

63）　 H ．Diem ，　Dog ．　Bd ．III．
，
　S．187．

64） 一
つ の 方 法 論 的 試 論 とし て 五 つ の 指標 を掲 げ て み た 。 拙論 「聖 な る物 語 （デ

　 ィ エ
ー

ゲ ー シ ス ）」 （山 凵 ・芳 賀 編 『説 教 と言葉』 教 文館， 1999 年 ） 462 − 463 頁

　 参照。

65）　H ．Diem ，　Dog ，　Bd 」IL，　S．190
− 191．
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