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教会と現代社会

一 美徳の 共同体形成へ と向けて （1）一

芳　賀　　力

1　 文脈の喪失と生の断片化

　 （1）共 同体論者 1） の 代表的政治学者ア ラス デ ア ・マ ッ キ ン タ イ ア
ー

（Alasdair

Maclntyre）は ， 現代社会の 危機的状況を描写す るの に ， 次の よ うな寓話をも っ

て始 め る 。

　　　「仮に い ま 自然諸科学が あ る大災害か らい ろん な打撃を被る こ とを想像

　　し てみ よ う。

一
連の 環境 災害 の 責任 を

一
般 大衆が 科学者に 帰し た の で ある 。

　　広範囲 に わた る暴動が起 こ り， 研究所は焼きうち され ， 物理 学者 たちは私

　　刑 ［リン チ ］を受け ， 図書と器具類は破壊され た 。

… … しか し， 依然 とし

　　て この 破壊的運 動に 対抗す る動 きが あ り
， 意識の 高い 人 々 は科学の 復興 に

　　努 めるの で あ る 。 とは い っ て も ， 彼 らには 科学が何で あ っ たの か ， そ の 記

　　憶が 大部分失われ て い る 。 ともか く， 彼 らが 所有し て い るもの は 次の 断片

　　類だ けなの で ある 。 それ は ， 実験に 意味を与え る理論的文脈の 知識か ら切

　　り離 され た ， 実験の ［仕方 の ］知識 とか
， 彼 らが所有す る他の 理 論の 小 断

　　片に も実験に も関連し て い ない
，

い くつ か の 理論の 部分 とか ， 使用法が忘

　　れ られ た 器具 とか ， 書物か らの 中途半端 な数章や論文 か らの バ ラバ ラな数

　　頁 ， それ も破 られ た り黒 こ げに な っ た りして 完全 に判読可 能 とは 限 らない

　　もの とか で ある」
2）

。

　こ の 想定 は もちろん 極端 な もの で あ るが ， あえ て そ うす る こ とで マ ッ キ ン タ
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イ ア ー は ， 現代社会の 陥 っ て い る知 の 断片化 とい う現象に衆 目を集 め よ うとす

る。 そ して 彼が 一 番危惧 して い るの は ， その 断片化が ， 私 た ちの 現実的な生を

規定 して い る道徳的な レ ベ ル に お い て も起 こ っ て い る の で はない か とい う点に

あ る。「私が提示 し たい 仮説 とは ， 〈私 たちが住 ん で い る実際の 世界 に お け る道

徳言語 は ， 上述の 仮 想世界 に お け る 自然科学言語 と同じ は なは だ しい 無秩序の

状態に陥 っ て い る 〉 とい う説で あ る 。 こ の 見方 が 正 し けれ ば ， 私 たちが 所有 し

てい る もの はあ る概念枠組み の 諸断片， すなわち ， そ の 意義の 源 で ある文脈 が

現在 で は 見失われ た 諸 部分 だ とい うこ とに な る」
3）

。 道徳言 語 が本 来属 し ， そ

の 中で初めて意味を得 る 「文脈」 その もの が 見失わ れ
， 断片化 され て い るが 故

に ， 私 た ち現代人 に は 基本 的 に ，
「道徳言語を使 う能力 ， 道徳的思考に よ っ て 導

か れ る能力 ， そ して 道徳的観点か ら他者 との や りと りを定め て い く能力」 が 欠

けて い るの で あ る 。

　（2） マ ッ キ ン タ イア
ー は ，

こ うした道徳言語に お ける文脈の 喪失 と断片化 が

起 こ っ たの は啓 蒙主義以 降で あ る と分析す る 。 それ以 前に あ っ て は ， 道徳言語

は
一 貫性の ある （coherent ）文脈 と生 きた伝統 の 中に置か れて い た 。 それ らは 次

の 三 つ の 問い に 明確で 適切 な答 え を 与え うる もの で あ っ た 。 す なわ ち ，   私 た

ちは今 どこ に 立 っ て い るの か
，   私た ちは ど こ に 立 つ べ きで あ るの か ，   今立

っ て い る場所か ら立つ べ き場所 へ とど うや っ て行 っ た らよ い の か 。 と こ ろが啓

蒙主義は こ の 第二 の 問い を断念 し ， 封印し て しま っ た の で あ る。 人 間は どこ に

向か うべ きか とい う生 の 目的 （テ ロ ス ）につ い て の 問い をお ざな りに し た た め

に ， 第三 の 問い もお の ず か ら消失す る。 そ の 結果 い か に 生 きる べ きか とい う道

徳的 な決断 は個人 的な好み （preference）の 問題 とな り， 道徳 そ の もの が 情緒 主

義化 し て し ま っ たの で あ る 。 私 た ちの 文化 は今や 隅か ら隅に 至 る まで 個人主義

的 な情緒主 義 （emotivism ）に よ っ て 形成 され て い る 。 それ が マ ッ キ ン タ イ ア
ー

の 診断で あ る
4）

。 既に その 行 き着 く先を予 見 させ て い た もの が ニ
ー一

チ ェ の 出現

で あ っ た 。 彼 に お い て 道徳は 個人 の 好み に 基づ く自己 主 張の 正 当化 で あ り， 社

会的な諸関係 とは すべ て ， 各人 の 「力 へ の 意志」 が 衝 突し あ う競 技場 （ア リー
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ナ） と見な され たの で ある 。

　こ うした 中で 人間は誰し も次の よ うな三 つ の 人物像 （Characters）を自らの う

ちに抱 え込 む 。 審 美的享楽人 ， 心理 療法家 ，
マ ネー ジ ャ

ー で あ る 5）
。 こ れ らは

現代社会の 生み 出した 典型的な 「性格」 で あ り， 道徳に代わ っ て 断片 的な生 を

その都度 ラン ダム （行き当た りぱ っ た り）に動か して い る行動 指針で あ る 。 第

一 に ， 審美的享楽人は 自分 の 享楽の ために他 人 を操作す る こ とで生 の 退 屈 さを

免れ よ うとし ， 飽 きれば また次の 審美的享楽を追い 求 め る 。 第二 に ， 誰もが 自

分で 自分の 心理療 法家で あ り， 自分の 個人 的感 情 （feeling） と価値観だけ を頼

りに ， 健康 と幸福を実現し よ うとす る 6）
。 そ し て第三 に ， 個人 的 な成功の ため

に 時間を管理 し ， 技術を身に 付け， 最 も効率の 良い 方法で 合理 的に利益 を獲得

し よ うとす る有能な マ ネ
ー ジャ

ー が もてはやされ る。
マ ネ

ー ジ ャ
ー には ハ ー ト

は 要 らない 。 こ の 活動領 域は 道徳的に は 中立か 治外 法権と見なされ て い る 。

　（3） こ うした 生の 断片化 を 克服す るた め に マ ッ キ ン タ イ ア
ー は ， ア リス トテ

レ ス
ー

トマ ス 的な徳の 倫理 学の 再考を促す 。 そ の 中に
， 現代人 が忘れ て し ま っ

た もの
， 道徳言語が 本来属 して い る 「文脈」 が残 され て お り， 良き生 につ い て

の 共同体の 確信が込 め られ て い る 。 断片化 され た文化 の 中で ， 共通 の 物語 に よ

っ て生 の 目的を教え育む物語 る共 同体の 再建が重要とな る 。 彼は現代 とい う時

代を
， 蛮族の 侵入 に 脅か され て 道徳的混乱 と退廃が 起 こ り， 野 蛮 と暗黒 の 時代

の 始ま っ た ロ
ー

マ 帝国の 衰亡期 に なぞ らえ る 。 そ の よ うな 中で こ の 時代を支え

た もの は ， 聖 ベ ネデ ィ ク トゥス らに よ る修道 会運 動 で あ っ た 。 それ は 道徳 的な

荒廃の ただ 中で の 美徳の 共 同体の 形成を意味し た 。 それ と同じ こ とを私たち も

今始め る べ きなの で あ る 。
「こ の 段階 で 重 要 な こ とは

， すで に 到来 し て い る新た

な暗黒時代 を乗 り越 えて ， 礼節 と知 的 ・道徳 的生活 を内部で 支 え られ る地域 的

形態の 共同体を建設す る こ とで あ る」
7）

。

　 こ うした 共 同体論者 マ ッ キ ン タ イ ア
ー

の 診 断 と提言 を真剣に 受 け とめ よ うと

す る試み が神学者の 中に も現れ て い る。 そ の 中か ら こ こ で は ， 特 にプ ロ テ ス タ

ン ト神学の 立場か ら， ウィル ソ ン とハ ワ
ー

ワ ス の 二 人の 所説を検討す る 。
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H　 J．R ．ウ ィ ル ソ ン （Jonathan　R ．
　Wilson）の提言

　（1）ウィル ソ ン は ， 西洋自由主義社会にお ける教会が
， 現代の 文化的な変動

の 中で大 きな危 機を迎 えて い る こ とを承服す る 。 しか し彼は その 危機 が
， 同時

に西洋の 教会が もう
一

度 目覚め て 本来の 福音に忠実に 生 きるた め の 良い チ ャ ン

ス で もあ る と捉 え直す 。 現代社会の 文化 的変動 を言 い 表す際 に用 い られ る最 も

一
般的な表現は

，
「私 た ち は 多元 主義的社会 に生 きて い る」とい うもの で あ る。し

か し ウ ィ ル ソ ン に よ れ ば ，
こ の 表現 は 必 ず し も正 確 で は な い 。 多元 主 義

（Pluralism） とは
，

互 い に異 な る信念 ， 信条 ， 世界観が 並存し て い る状態 を指す

が ， その 場合に も実は背後に ， その よ うな 内的確信を与える共 同体 とそ の 伝統

が 存在 して い る の で あ る 。 それ ぞれ の 中で 統
一

が な され ， 境界線が 明確 に 引か

れ ， 時に は競合す る こ ともあれ ば ， また互 い に他を認 め合い
， 対 話す るこ とも

で きる 。 しか し今 目我 々 の 直面 し て い る状況 は ， こ うし た共 同体の 諸伝統が 崩

れ ， 信念 ， 信条 ， 世界観が 断片化 し ， そ の 取捨選択が 個人 の 好み や感情に委ね

られ て い る とい う現象なの で あ る 。
つ ま り多元主義 が 問題 な の で は な くて ，

こ

の 個人主義的断片化 が 問題 なの で ある 。
こ の 点を捉え損な うと， 実際 に起 こ っ

て い る変化 を見誤 る こ とに な る
8）

。 こ うした 世界観の 個人主義的 断片化 は， し

ば しば個人の 生 の 統合 を妨げ ， ア イデ ン テ ィ テ ィ の 危 機 を もた らす。 生 きる動

機 に 一 貫性 も目的もな く， ただ場当た り的な感情の 露出に よ っ て 時を浪費す る

だ けの 人間 を生 み 出す。 そ の よ うな 中に あ っ て 教会は ま さに 生に
一 貫性 と 目的

を与 え， 福音に よ っ て個人 を養い 育て る共 同体 として ， 新 た な出発 をす る こ と

が で きる の で あ る 。

　（2） ウィ ル ソ ン は マ ッ キ ン タイ ア ー の 提 言 を五 点 に 要 約 し ， 教 会が そ の 主 張

か ら学ぶべ き点 を整 理す る 9）
。

　  善き生 （the　good　life）

　我 々 の 道徳的 断片化 は ， 人 間的生の 目的 （テ ロ ス ） とい う概念の 喪失か ら来
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て い る 。 伝統 とは善き生 に つ い て の 説明で ある 。 教会は福音に基づ い て ，
こ の

善き生に つ い て の 説 明を物語 る使命が あ る 。 マ ッ キン タイア ー 自身は後の 著作

におい て ， ア リス トテ レ ス よ りは トマ ス の 伝統 に よ り近づ い て ，
こ う表現 す る 。

人 間的生 の テ ロ ス とは す なわ ち ，
「至 福の ビ ジ ョ ン に お い て 神 を観想す る完全な

状態」
10）に あ る と。 ウィル ソ ン は それ に対 して ウエ ス トミン ス タ

ー 教理 問答 の

言葉を掲げる 。 すなわち ， 人 間の 真の 目的 とは 「神 をほ めたた え， 永遠に神を

喜ぶ 」 こ とに あ る と 。

　  生 きた伝統 （the　living　tradition）

　生 き た伝統 と は ， 歴 史 的 に 連 綿 とつ な が り， 社 会 的 に 受 肉 し た 「議論

（argument ）」 で あ る 。 善き生 の 説 明は し ば しば論争を巻き起 こ す 。 し か し 生 き

た伝統に は そ れが あ っ て よい の で あ る 。 現代の 教会 もも う
一 度， 活発 な議論 を

含む生 きた伝統 にならなけれ ばならない 。

　  実践 （practices）

　実践 とは ， 活動を通し て
， その 活動 その もの の 中か ら生 じ る 内的な善が 実現

す るよ うな行 為で あ る。活動 そ の もの か ら切 り離 され た ， 他 の 付加 的 ， 外的な

善を求めて の 行為は実践の 名に値 し ない 。 善きバ ス ケ ッ ト ・プ レ ー
ヤ

ー とは ，

多額の 報酬の た め にプ レ ー す る者で は な く，
バ ス ケ ッ ト ・ゲー ム そ の もの を エ

ン ジ ョ イする ために プ レ
ー

す る者を言 う。 現代の 教会 もしば しば外 的 善の ため

に 礼拝す る 。 グル ー プ ・セ ラ ピー
， 音楽的感興 ，

一週 間を乗 り切 る ための 決起

集会 ［amass 　pep　rally］ とい っ た様相を呈 す る 。 しか し教会は 内的善 （神をほ

め たたえ ， 永遠に 神を喜ぶ こ と）の た め に礼 拝を捧げる時に ， 本当の 力 を与え

られ る 。

　  美徳 （virtUes ）

　マ ッ キン タイ ア
ー は美徳の 倫理 学を再興 し よ うと提案す る 。 し か し こ の 提案

は神学者の 側 で は 慎重 な吟味 を必 要 とす る 。 なぜ な ら， 哲学 的な徳論 は 常 に ，

神 の 恵み とは 別 に 善を達成 し よ うとす る人闖 の 努力 に 強調点を置 く傾向を持つ

か らで あ る 。 しか し ， もし こ の 言葉を性格 （character ）， 習慣 （habitUation）， 心

の 傾 向性 （disposition）とい うよ うに 読み 替 え る な らば ， 人 間的意志 の 瞬間的行
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使 で は な く， 生 涯 をか けて の キ リス ト者の 性格形成 （弟子 性） とし て ， 福音に

忠実に生 き る教 会の 課題 とな る e

  共 同体 （community ）

　個人 は 共 同体 の 中で 育 まれ る。 その 場合教会は ， 世 に 抗し て （against ）， 世の

ために （for　the　sake 　of ）立 っ て い る共同体で あ る 。 教会は 世の 諸 目的 （teloi）

とは 異 な る 目的 （telos） に よ っ て 生 き るが 故 に ， 世 に抗 して 立 っ て い る 。 しか

しそ の 目的は ， イ エ ス
・キ リス トに お い て世を愛 され た神を証 しす る こ とに あ

る 。 教会 の テ ロ ス は 全人類に とっ て の テ ロ ス で もあ る 。 それ 故 ， こ の 目的に忠

実に生 きる教会の 姿は ， 世が こ の 真の 目的を知 り， 神の 恵み へ と招 き入 れ るた

め の 手 段 とな る 。 教会 自身が 神 の 恵み に よ っ て 生 きる共同体なの で ある。

　（3）以 上 の 議論 を 踏 ま え て ウ ィ ル ソ ン は ， 新 し い 修道 の 共 同体 （anew

monasticism ）を提唱す る 。 それ は
， 古い 修道会運 動 の よ うに徳論の 伝統 に拠 る

の で は な く， 福 音を忠 実に 生 きる証 人 として の 性格形成に基づ く修道の 共 同体

で ある 11）
。

　その 特徴を ウ ィ ル ソ ン は 四 つ 挙げて い る 。

　第
一

に ， 新しい 修道 の 共 同体は ， イ エ ス ・キ リス トの 福音にお い て啓示 され

た ， 世本来の 目的を発 見す る こ とに よっ て ， 断片化 され た文化 を 生 きる我 々 を

い やす もの とな る。それ 故古 い 修道会運 動の よ うな聖 と俗 の 二 元的対 立は ない 。

　第二 に ， それ は 神 の 民全体を包括 して い る 。 従 っ て聖職に 就 く者 と世俗の 職

業 に 就 く者 との 分断 は な い 。

　第三 に ， 新 しい 修道の 共 同体は 目的 へ と向けて 方 向づ け られ ， 修練 され る （be

disciplined）。 神 の 民全 体を包括 し て い る とは い え ， そ の 修練は まず何 よ り もこ

の 共通 の ヴ ィ ジ ョ ン に参 与す る小 グル
ー プに よ っ て な され る。 ボン ヘ ッ フ ァ

ー

の 提唱 し た 「秘義保持の 訓練 （disciplina　arcani ，
　Arkandisziplin）」 12） とい う性格

を持 た ざ るを えな い 。 こ の 理 由か らウ ィ ル ソ ン は 聖餐の 祝い を 洗礼者に 限定す

る こ との 意義 を改め て 強調す る 。 聖 餐共 同体 とし て の 教会は ， 聖餐 を 受け るに

ふ さわ し く兄弟 として の 勧 告を行い
， 相 互 に 訓練 され る共 同体 だ っ た の で あ る 。
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情緒主義的な文化の 中に あ っ て 現代の 教会は
， 会衆の 「混在 した （mixed ）性

格」 の 故 に ， 互 い に訓練す る とい う気風が そが れ ， 意欲が 減退 させ られ て い る 。

　第四 に ， 新 し い 修道 の 共 同体は ， 深い 神学的省察 と参与 に よ っ て 補強 され る

べ き もの で あ る 。
マ ッ キ ン タイ ア

ー の 関 心は ， い か に して 蛮族的なモ ラル の 崩

壊か ら市民 を守 り， 善き生 を維持する ための 場所 を確保す るか に あ っ た 。 しか

し新 しい 修道の 共 同体 は， まだ訓 練されて い ない ， 福音に 忠実で ない 教会が ，

世に遣わ され るた め に必 要 な訓練 と忠実 さを発見 す る手が か りを提供 す るの で

あ り， そ の ために もた えず正 し い 福音理解を探求す る深 い 神学的省察が 求め ら

れ るの で ある 。

皿　S ．ハ ワ ー ワス （Stanley　Hauerwas ）における性格の 共同体

　 （1） ハ ワ ー ワ ス は ， 物 語 に よ る美徳 の 共 同体の 再建 とい うマ ッ キ ン タ イ ア
ー

の 啓発的な構想を受け とめて
， 更に それ を性格の 倫理学 （ethics　of　charactcr）と

し て 展 開し よ うとす る 。 彼に よれ ば ，
こ の 性格形成 とい う観点か ら倫理 学を展

開 して こ なか っ た 点 に現代 の 神学 的倫理 学 の 弱 さが あ るの で あ る 。 た とえば ブ

ル トマ ン に して もバ ル トに して も， 神の 言葉 （戒め ）の 前にお ける決断が 重要

視 され る。 確 か に ブル トマ ン に お い て は 人間実存 の 主体性 に よ り大 きな比 重が

置かれ ，
バ ル トに お い て は 神の 主体性へ の 対応 として 人間の 側に応答が 起 こ る

とい う意味 で
， 神 の 側 に 比 重が 置か れ る とい う違い は あ る 。 しか し決断 とい う

概念で 倫理 を考え る限 り， 我々 は何で あるか （being＞よ りも ， 何をなすか （doing）

の 方に 関心が 向け られざるをえない 。 そ こ で の 自己 とは ， そ の つ どの 神 の 命令

に対 す る個人 の 責任 的応 答 の 総和 で あ る 。 しか し倫 理 学 とは本 来， そ の 人 の 行

う活動全体 に統
一

性 を与えて い る存在の 有 りよ う （the　way 　of　being）に 関わ る

もの で あ っ て ， そ の よ うな統
一

あ る倫理 的主体 を理解 す る た め に は 性格 とい う

概念 に 注 目 しなけれ ばな らない の で あ る 。 ブル トマ ン や バ ル トの 決断の 倫理 学

には こ の 性格 とい う概念が 欠 けて い る た め に
， ひ とたび神の 戒め の 客観 性が 失

われ るや い なや ， そ の 空洞 に
一

彼 らが 思い もよ らなか っ た こ とで あ るが
一

個人
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的決断 をベ ー ス とした 「状況倫理 （situation 　ethics）」 が 忍 び 込 ん で くる結果 と

な る
13）

。

　（2）しか し性格の 倫理 学は伝 統 的に は 聖化 の 教理 とし て ，
プ ロ テ ス タ ン トに

お い て も正 当な場所を持 っ て い る もの で あ る 。
ハ ワ ー ワ ス は ， 義認 と共 に聖化

を強 調 した 人 々 の 中に 共通 し て見 られ る特徴を挙げる 。 それ は， 神の 恵み に よ

る罪人の 救済の 業に は 聖化 が 含まれ て お り， そ の 聖化 の 本質的な要 素として 「人

格 （person）j の 変化が重 要視 され て い る とい う点で あ る
14）

。 カル ヴァ ン に とっ

て 聖化は ， 悔い 改め として の 神へ の 方 向転換 で あ るが ， それ は外 的な業に お い

て だけで な く， 魂それ 自体の 変革 として 起こ る もの で あ り， 逐一
の 行為 とい う

よ りは 「心 の 全体性 （wholeheartedness ）」 が 焦点 とな る もの で あ る
15）

。 それ は

一
瞬に し て 起 こ る とい うよ りは ， 全生涯 を通 して 起 こ る ． カ ル ヴ ァ ン は 聖化 さ

れ た 人 間にお い て ， 心 の 全体が神奉仕の 喜び へ と向か う状態を 「ま っ た きこ と

（rondeur ［丸 い 円］）」 と呼ぶ 16）
。 それ は ， 逐

一
の 行為が そ こか ら生み 出 され る ，

神 へ と向か う根源的 な心 の 傾 向な の で あ る 。 ウ ェ ス レ ー の 「完全 （perfection）」，

ジ ョ ナ サ ン
・エ ドワ

ー ズ の 「心の 誠実 さ （sincerity ）」 も同 じ 内容を表現 して い

る と ハ ワ ー ワ ス は 見 る 。 そ れ は 最 も 内 面 的 な 心 の 性 向 ， 気 質 （innermost

disposition）で あ り， そ こか ら各 々 の 行 為が 結果す る ．
「我 々 が何 で あ るか が

，

我 々 が 何 を 欲し ， 何 をす るか を決定す る」
17）

。 意志 と行為が 存在に お い て
一

致

す るこ とが
，

エ ドワ ー ズ に よれば聖化 の 帰結 で あ る 。 確 か に ウ ェ ス レ
ー

の 聖化

論は ， カル ヴ ァ ン に比ぺ る と 「相 当に道徳 主 義的解釈 へ と開か れ て い る」 こ と

を ハ ワ ー ワ ス も認 め る 18｝
。 それ は ， ウ ェ ス レ ー に お け るア ル ミ ニ ア ン 主義の 受

容 と関わ りが あ る
19）

。 ま た ウェ ス レ
ー が キ リス ト者 の 完全 を こ の 世の 生涯 の 中

で 実現可能で あ る と見て い るの に 対 して ， カル ヴ ァ ン の 方 は よ り終末論 的で あ

り， こ の 世 に あ っ て は 罪 の 残余の 戦 い は 最後 まで 残 る とす る違い が ある 2°）。 し

か し ハ ワ
ー

ワ ス は 両者の 違 い を論 じ る よ りも今 は 共通性に 注 目す る方 を選ぶ ．

彼 らは 共 に信仰に よ っ て 義 と認め られ た 者が ， 実際 の 生 活 の 中で キ リス トの 恵

み に ふ さわ し く成長 し て ゆ くこ とを リア ル に 考 えた の で あ る 。 こ こ に言 う成長
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とは道徳 的に よ りよ く成るこ とで は ない 。 む し ろ福音 に よ っ て 生か され て い る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　　　　　　 　

行動主体 として の 自己が
，

そ の 福音に よる存在の 方向づ けに お い て ， 理解が深

　 　　 　 　　 り 　　　 　　 　 　　　　　　

ま っ て ゆ くこ とを意味す る
21）

。

　（3） その よ うな理 解の 深 ま りの 中で キ リス ト者 として の 性格が 形成 され る 。

キ リス ト者は ， 彼 らの 特 定の 信念と理 由に基づ い て 行動を秩序 づ け る。 なぜ あ

の よ うに行 動し ない で こ の よ うに 行動する の か ， そ こ に は キ リス トの 福音に 基

づ く信念 と理 由が あ る 。 理 由 （reason ） とは行動の 原因 （cause ）の こ とで は な

い 。 深 い 理解 に基づ く生 の 説明で あ り ， し か も単な る説 明に 終わ る もの で は な

く， 実際に 生 を形成す るた だ 中に入 り込ん で我 々 の 生 の 様式を方向づ け るもの

で あ る 。 そ して ま さに その よ うな適切 な理 由を創出 し提供す るもの が ， 教会 と

い う共 同体なの で ある ee）
。

　こ の 性格形成 に際 して 聖書的ナ ラテ ィ ヴの 果 たす役割は きわめ て 大 きい 23）　。

しか し， その 議論に立 ち入 る前に ，
マ ッ キン タ イ ア ー の 美徳の 共 同体論をプ ロ

テ ス タン ト的伝統 に おい て 受け止 め 直す た め に は ， どの よ うな神学的基礎理論

が 必 要で あ るの か を考えなけれ ば な らない 。 その 鍵 を 提供す る もの が ， カル ヴ

ァ ン の 聖化論の 聖霊論 的解釈 で ある 。 小論の 後半に お い て ， 聖霊論の 局面 か ら

彼の 聖化論を見直す こ とに したい 。

IV　カルヴァ ン の 聖化論の 基本線

　 （1）信仰義認 と聖 化 との 関係は プ ロ テ ス タ ン ト神学 に とっ て の ア キ レ ス 腱 で

あ る 。

一
方 で は 無律 法主義 の 落 とし穴が あ り， 他 方に は行為 義認の 誘惑が あ る 。

カル ヴァ ン が ， 信仰の み に よ る義認が道徳的怠惰に導 くとい うカ ト リッ ク側 か

らの 非難 に対 して い か に 神経質で あ っ たか は ， サ ドレ （Sadolet） へ の 手 紙か ら

も うか が い 知 る こ とが で きる 。
「い か に信 仰 と業 とが 切 り離 し えない もの で ある

か を正 し く理解 した い の なら ， キ リス トを見 るが よい 。 キ リス トは 使徒 が教 え

る よ うに （1 コ リン ト 1 ：30）， 義認 と聖化 の た め に 私 た ち に 与 え られ た の で あ
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る 。 それ 故 ， 信仰の 義が ある とこ ろ には
… …

キ リス トもお られ る。 しか し キ リ

ス トの お られ る とこ ろに は 聖化 の 霊 （spiritUs 　sanctificationis ） もお られ ，
こ の 聖

化の 霊が 魂を新生 へ と生 まれ 変わ らせ るの で あ る」
24＞

。 義認 と聖化は 「二 重の

恵み （duplex　gratia）」
25） で あ り， 父 な る神 は 御子 キ リス トにおい て 罪あ る人 間

を義 と見な し， 彼の 御霊 に よ っ て聖 とす る 。 義認 と聖化は
一

人 の キ リス トを分

け られ な い よ うに分 離で きな い 。 しか し聖化は なお義認 とは 区別 され るプ ロ セ

ス で ある 。

　カル ヴァ ン は キ リス ト者の 生活 をた えざ る前進 として 捉 える 。
「さて ，

こ の 回

復 ［再生］は ただ一
瞬 ， ない し

一
日 ， ない し

一
年で完成す る もの で は ない

。 む

し ろ ， たゆみ の ない
，

い や ， 時 とし て 遅 々 たる歩み に よ っ て ， 神 は ご 自身の 選

民 の 肉の 腐敗を廃止 して 行 きた もうの で あ る。
・・… ・こ うし て ， 彼 らが 全生 涯 を

あげて 悔改めを修練す る よ うに し ， また こ の 戦 い は 死に よ っ て の ほ か 決し て 終

結し ない こ とを 知 らせ た も うの で あ る」
26）。義認 は この 継続的な聖 化 として の キ

リス ト者の 生活がそ こ か ら生い 育 っ て ゆ く豊か な土壌 （良い 土地） で あ り， 聖

化 の 出発点 に して 土 台で あ る。 で は なぜ 聖化は 時間的プ ロ セ ス として 起こ る の

か 。 それ は地上 の 生に お い て はなお罪が残存して い るか らで あ る。 罪の 決定 的

な支配 は キ リス トに お い て 終わ りを 告げた 。 し か し罪の 残 存形態は まだあ る 。

で は なぜ カル ヴ ァ ン は そ の こ とを殊更に 強調す るの だ ろ う。 聖化 の 前進は ゆ っ

く り とした成長 を意 味す る 。 その 最 後に 私 た ち が知 る こ とは ， 私 た ち 自身 の 弱

さと無能力で あ る。 聖化 の 過程で の 信仰の 戦い は ， そ の 戦 い を通 して 「単に修

練 され るだ けで な く， 自分 自身の 弱 さをい よい よ深 く学ぶ 」
27） とこ ろ に意義が

あ る。神は こ うし た 経験 を通 して 私 た ちが ， 聖化 の 過程 に お い て 神 の 恵み に依

存す る こ とを忘れ て ， 私 た ち 自身の 能力 を誇 る こ とが ない よ うに ， 私 た ち が謙

遜 と感謝の 中を生 きる こ とが で きる よ うに ， 導き促 し て お られ るの で ある 。 聖

化 に お け る成長 とは 従 っ て ， 私た ち 自身の 弱 さ と欠 けに つ い て の 適切 な 認識の

深 ま りで あ り， その こ とが 更 な る信仰の 服従へ と向か わせ る 力 とな るの で あ る 。

キ リス ト者の 生 は 神 へ の ま っ た き依存へ と向か うた え ざ る変革 の ダ イナ ミズ ム

の 中に 置か れ て い る 。 こ の 意味 で カ ル ヴ ァ ン の 聖化 論 は 「た え ず改革 され る
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（semper 　reforrnanda ）」 こ とを喜ぶ 彼の 精神 と見事に合致して い るの で あ る
28）

。

　 （2） しか し カ ル ヴァ ン の 聖化 論の 特質は ， 聖化 が 個人 的敬 虔の 問題 に 終始 す

るの で は な く， それが 教会共 同体全体の 問題 とし て 捉 え られ る点 に現れ る 。 ジ

ュ ネー ヴの 宗教改革 に お い て なぜ カル ヴ ァ ン が あれ ほ ど に教会規定 ， 戒規

（discipline）の 導入 に熱 心で あ っ たの か ， そ の 理 由の
一
端が こ こ に あ る 。 教 会規

定の 成立は ， 国家の 持つ 政治的権能に対 して 教会の 持 つ 霊 的権能の 自主独立 を

守 る道を制度的に 確 立 し た とい う歴 史的意義を持 っ て い る 29）
。 で は その 神 学的

意義は どこ に あ るか と言 えば ， それ に よ っ て 共 同体 の 聖化論が プ ロ グ ラム 化さ

れ た点に ある 。 再洗礼派 の 人 々 は ル タ
ー

の 信仰義認論に 基づ く教会論 の 中に 一

種の 「道徳 的 な空洞 （amoral 　vacuum ）」3°）が あ る こ とに気 づ き， その 穴を埋 め

よ うとし て ， 聖な る共同体に よる破 門権の 行使 を厳格に行 っ た 。 カル ヴァ ン は

しか し ， 再洗礼 派 の や り方 は行 き過ぎ で あ る と考えた 。 戒 規 とは 教会の 自律訓

練で あ り， 教会か ら永久追放す るア ナ テ マ （呪われ よ）で は な く， 罪人 を立 ち

直 らせ るため の 手段 で ある 。 麦畑 の 中の 毒麦を引き抜 くの は 最終 的に は 神ご 自

身の 業で あ る 。 しか し明 白に過 ちを犯 した 者を放置す る こ とは ， 他の 麦を も悪

くする こ とに な り， 神の 栄光 を損な う。 そ こ で 段階を踏ん で 反省 を促 し ， 罪 を

曖昧に せ ず ， 悔い 改めを きちん と迫 り， 人 の 許 しで は な く真実に神の 赦 しを求

め させ る機会 を与え るの で ある 。 キ リス トの 教会を人 間の なれ合い の 上 に建 て

る こ とは で きない 。
「キ リス トの 救い の 教理 が ， 教 会に と っ て ，

い わ ば 『た ま し

い 』で あ るよ うに
，

こ の 規律 ［訓練］は
， それ の 『腱亅に あた る 。 これ に よ っ

て ， か らだ の 各肢体は ， それ ぞれ の 場所 を守 っ て ， 互 い に 連 な り合 うの で あ

る」
31）。 こ の よ うに カル ヴ ァ ン に と っ て 教会 は

， 義 とされ た 罪人 が キ リス トの

体 として 成長し て い くた め の
， 地 上 に お け る共 同の 聖化 の 場所 な の で あ る 。

V 　聖 霊 の 実 と して の美徳

（1）で は カル ヴ ァ ン の 聖化 論の 中に 美徳 の 共同体 とい う理 念 を位置づ け る こ
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とは 可 能で あ ろ うか 。 カル ヴァ ン は どの よ うな人 間の 業も神の 祝福の 下 に置か

れ なければ善きもの とは な らない こ とを知 っ て い る 。
「人 間の 業が どん な に美 し

くすば らし く見 え よ うと も， もし それ らが 心 の 生 きた奥底か ら湧 き出て くるの

で なければ ， 単な る 見せ か けに す ぎない 」
32）

。 い か な る聖 人の 業 とい えど も ，

業それ 自体 に 内在す る価値で 判断され るな ら恥 以外の 何もの で もな い 。
「人間の

生活 は
，

た とい あ らゆる徳に つ い て 完璧で あ る として も， もし神礼拝に それ 自

身を捧げ て い ない ならば ， こ の 世か らは讃美され る こ とが で きた とし て も ， 天

に お い て は ， た だ忌 み 嫌われ るほ か ない の で あ る」
33）

。 善い 業は あ くまで
， 贖

われ た人 間が 神 の 前に お ける正 しい 位置 （in　a　right　position）に 立 つ こ とで 得 ら

れ る心の 傾 き （disposition） に 由来す る
M ）

。 それ 故 ， 私 たちが贖われ た人 間 と

して 神礼拝的な応答の 中に 立 つ 場合に は ， 信仰者の 善い 業 も決 し て 無意味なの

で は ない 。
「なぜ な ら， わた し た ちは 神に造 られ た もの で あ り ， しか も ， 神が前

も っ て 準備 し て くだ さ っ た善い 業 の た め に ， キ リス ト ・イエ ス に お い て造 られ

たか らで す 、 わ た し た ちは ， そ の 善い 業を行 っ て 歩むの で す」 （エ フ ェ ソ 2 ：

10）。 父 な る神 は御子 の 故に ， 聖霊 を通 し て 神の 子 らとされ た者た ちの 善い 業を

受け入 れ ， 価値を与 えて 下 さる。 そ れ は行 い の 功績 として で は な く， 子 どもた

ちに対する 父 な る神 の ご褒美 として で あ る
35）

。 カル ヴァ ン は 善い 業その もの に

反 対 し て い るの で はな く， 善い 業に つ い て の 誤 っ た理解 に 反対 して い る の で あ

る 。

　従 っ て 善い 業は ， それ が もしな され た とすれ ば ， あ くまで 聖霊の 賜物 として

理 解 され なけれ ばな らない 。 そ して 「霊 的賜 物」 （1 コ リン ト 12 ：1， 14 ：1）は

「全体の 益 とな るた め 」 （12 ：7）に ， また 「教会を造 り上 げ る」 （14：4
，
12）た

め に こ そ与 え られ て い る 。 聖霊 が キ リス トの 体な る教会 を建 て 上 げ る 。 そ の 建

設 の た め に霊的賜 物が 用い られ るの で あ り， キ リス トは ご 自身の 体 の た め に 聖

霊を 与 え る頭 （thc　Spirit−giving　head　of 　the　Body ）で ある 36）
。 そ の よ うに ， 聖霊

の 賜物に よ っ て 建て られ て ゆ く教会 の 中で こ そ ， キ リス ト者の 美徳 は 「霊 の 結

ぶ 実」 （ガ ラ テ ヤ 5 ：22） とし て 育成 され るの で ある 。
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　 （2）聖霊は 人間に 強制的に働きか け る得体の 知れ ない 外的な圧力で は ない 。

聖霊 はキ リス トの 霊 で あ り， 教会の 頭 なる 財 エ ス ・キ リス トこ そ ， 聖霊の 贈

与者 （the　Giver　of 　the　Spirit） で ある」
37＞

。
こ こ に は カル ヴ ァ ン 神学に お ける 三

位一
体論 的なペ リコ レ

ー シ ス （位格の 相互 浸透）の 構造が 明瞭に 見 て 取れる 。

聖霊が 受肉の キ リス トを実現 し ， ま こ との 神 とまこ との 人 とを結び つ ける絆 で

あ っ た とすれば
， その 同 じ聖霊 が キ リス ト者とキ リス トとを結び合わせ る絆 な

の で あ る 38）。 「カル ヴ ァ ン の キ リス ト論 と聖 霊論の 強み の
一

つ は
，

キ リス トの

人格 と業をたえず聖霊 との 関連に お い て 述べ る点で あ り， 聖霊の リア リテ ィ と

業をた えずキ リス トとの 関連 に お い て 述 べ る点 に ある」
鋤

。

　聖化 と新生 は死ぬ こ と （mortificatio ）と生きる こ と （vivificatio ）か ら成 るが ，

それ は キ リス トの 死 と復 活 に 与 る こ とで あ り， ま さに そ の こ とを可 能にす る も

の が 聖霊なの で ある 。
「キ リス トを着 る」こ とも聖霊 の 力 に よる もの で あ る 。 そ

の よ うに して キ リス トとの
一

体 （unio ・cum ・Christo）が聖 霊に お い て （in　Spiritu）

実現 し ， 私 た ちの 中に神 の 形 が 回復 され る 。 こ の キ リス トとの
一

体は オジ ア ン

ダー が 考えた よ うに ， 神的本性が 人 間的本性へ と混入 し交流す る とい うよ うな

「粗野 な混合」 で は な く， 霊 的な人格的交わ り （パ
ー

ソナ ル ・ユ ニ オ ン ）が 形作

られ る こ とを意味す る
40）

。

　 （3） それ故聖霊は ， 私 たちの 人間性 が 神に対 して 正 当な応答 （リス ポン ス ）

が で きる よ うに させ る三 位一 体 な る神ご 自身の働 き で あ る 。 罪に よ っ て真実の

応答が で きな くな っ て い た人 間の 内に 働 きか けて ， 真正 な る人 間性 を回復 させ

る もの は聖 霊で ある 。 カル ヴ ァ ン は ，
「意志 は恩寵に よ っ て 破壊 され る の で な く，

む し ろ修復 され る」
41） とい うア ウグス テ ィ ヌ ス の 言葉を引用 し なが ら ， 人 間 は

神か らた だ石 の よ うに動か され るの で は な く， 恩 寵の もとに 働 きか け られ て働

き返す もの で あ る こ とを力 説 し て い る 。 聖霊 に よ っ て 回復 され る真正 な る人間

性 （authentic 　humamity）は
， 神 か ら離れ た人間性で も， また神 の 上 に立 つ 人 間

性 で もな く， キ リス トに お け る神 （GOd 　in　Christ） と結 び 合 わ され ， そ の 関係

の 中に 接 ぎ木 され た人 間性 に他な らな い
42）

。
こ こ に明 らか に な る こ とは ， 聖霊
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の 働 きの 持 つ 両方向性 （Bi−directionality）で あ る 。 聖霊 は 確か に私 たちの 暗い

心に キ リス トを啓示 し ， その 恵 み を もた らす神の 働きで あ る 。 その 限 りで は 聖

霊は 神か ら人 間 へ と向か う。 しか し 同時に 聖霊は 私 た ちの 内に 臨ん で 「ア バ
，

父 よ」 と叫ば せ （ロ
ー

マ 8 ：15）， キ リス トに お け る神に 正 当な応答をする こ と

を可能にす る神の 働 きで あ り． それ は 人間か ら神 へ と向か う線で あ る 。 聖 霊は

私 たちの 内 （in　nobis ）に お け る キ リス トの 効用 （efflcacy ）で あ る と同時に ， キ

リス トの 内 （in　Christus）に お け る私 た ち人 間の 応答 の 効用 で もあ る
43）

。 その

よ うな 聖霊の 働 きの 両方 向性 に お い て ， 人 間の 業が 神の 栄光の ために 用 い られ

るの で あ る。

　こ の よ うに教会共 同体 に おけ る聖化の プ ロ セ ス を ， 義認 とい う土壌 （良い 土

地） に蒔か れ た 種が
， 共に 成長 し ， 聖霊 の 実 とし て 開花 し結 実 して ゆ く過程 と

理解す るな らば ， 聖 霊 の 力の 下で 正 当なる人 間的応答 として 美徳の 共 同体 を 形

成す る とい う課題もまた
，

プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム に お け る教 会形成論の 主題 と

な る 。 ジ ュ ネ
ー ヴの 宗教改革が 自律的教会訓練 とい うディ シ プ リン を持 っ た こ

との 意義を ， 我 々 は も う一 度共 同体形成論 として 活性化 する新たな道を探 らな

けれ ば な らない 。

VI 聖書的ナラテ ィ ヴによる訓練

　（1）属す べ き文脈を忘却 し ， 善 き生の テ ロ ス を 見失 っ て ， そ の つ ど の 情熱に

突 き動 か され る だ けの 断片化 した生を生 きる現 代の 日本 人 は
， 確 固 とし た 個 （ア

イデン テ ィ テ ィ ）の 確立 もま まな らな い ま ま に ， 神 も隣人 もい ない 自分
一

人 の

個人主 義 と，
た やす くム ー ドに流 され る 集団主義 との 間 を生 きて い る 。 道徳は

情緒主 義化 し ， 個 人 の 好み が 行動指針 とな っ て い る。 そ の よ うな文化 の 中で ，

人心 が 荒廃 し ， 人 間性 （humanity）が 危機 に 瀕 し て い る こ とは ， 突発 す る様 々

な事件 を通 し て 明 らか で あ る。 そ の よ うな中で ， 人 間性 を 育む 共 同体再建 の 必

要性 が 政治哲 学者た ちに よ っ て 叫 ばれ る よ うに な っ た 。 これ は ， 民 主 主 義社会

が そ の 自由を腐 敗か ら守 るた め に ， 個 人 と国家 との 間に 中間的な自発的共 同体
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を設けて ， 市民社会をテ ロ ス （目的〉なき利潤追求と際限なき競争の 行われ る

競技場 （ア リ
ー

ナ ） に しな い ため の 対抗措置で ある。 そ し て ， もし この 中間的

な自発 的共 同体に テ ロ ス の 創出が 求め られ る とすれば ， そ れ を最 もよ く行い う

るの は 教会共 同体で あ るは ず で あ る 。 なぜ な ら教会は 聖 書に よ っ て 生 きて お り，

そ の 聖書こ そ ， 人間性の 起源 と意味 と 目的 を明らか に す る大 きな語 りの 集成 （グ

ラン ド ・ナ ラテ ィ ヴ） だ か らで ある 。 しか し教会は ， 単に 市民社会を その 崩壊

か ら守 る とい う政治的課題の た めに 存在 し て い るわけで は ない 。 人間性 その も

の の 贖い と救い の た め に こ そ存在 して い る 。 その 時教会に 求め られ るこ とは ，

教会が 真に教会に な る こ と， 教会 を教会 た らし めて い る聖 書的語 りに よ っ て 頭

の 先か らつ ま先 まで 個性 化 され ， 性格づ け られ ， 方向づ け られ る こ とで ある e

イ ス ラ エ ル とイ エ ス ・キ リス トの 歴 史に お い て 現 され た神 の 救 い の 出来 事に 呼

応 して ， その 証人 とな り， 証人 となる こ とで 聖霊の 実 と して の 聖 書的美徳を身

に 付 け る こ とで ある 。 それ が 教会 の 共同的聖化 で あ る 。 で はそ れ は どの よ うに

し て可能なの か 。

　 （2）カル ヴ ァ ン は こ う述 べ る 。
「われ われ は キ リス トの 御霊に よ っ て 聖化 され ，

罪なき純潔の 生 に 向か っ て は げむ」
“ ）

。 こ の 「はげむ （meditor ＞」 とは 練習を積

む ， 修 練す る とい うこ とで あ るが ， 英訳者 の バ トル ズ は こ こ を 「耕す （cultivate ）」

と訳 して い る 45）
。 聖化 は二 重の 恵み の

一 つ で あ るとすれ ば， 心 を耕す こ ともま

た 恵み で あ る 。 教会の デ ィ シ プ リン もまたそ の よ うな もの として 考え られ ねば

な らない
。 カル ヴァ ン は デ ィ シ プ リン につ い て の 議論 を 『綱要』第四篇で 展 開

して い るが
， その 全体に 付け られ た標題は 周知の よ うに ，

「神が われ わ れ を キ リ

ス トとの 交わ りに招 き ， そ こ に とど め お か れ る外 的手 段 ない し支え ［補助］に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　 　

つ い て 」 で あ る 。 戒規 ・訓 練が 外的手段 （extemae 　mediae ） の
一

つ で あ る とす

れ ば ， 我 々 が こ こ で 改 め て 着 目し展 開 し な けれ ば な らない と考えて い る もの は ，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■

聖化 の 恵み の 内的手 段 で あ る。 た だ 「訓練」 とい う言葉を頭ご な し に連呼す る

だ けで は福音的な教会 に再 び律法主義を 呼び 込 むだ けで あ る 。 また 型 ど お りに

戒規の 執行 をすれ ば事が 済む わ け で は な い し ， 現 代の 教会 に そ れ だ け の 気概 が
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ある とも思 えない 。 ま さに その 気概の 喪失 ， 気風の 弱体化 こそ 問題 な の で あ る 。

従 っ て ，倫理 的崩れ を招い て か らで は な く， そ の よ うな事態 を招 く以前の 段階

で ， 教会の メ ン バ ー シ ッ プが キ リス トの 福音に よ っ て 内的 に 育成 され なけれ ば
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　 　　 e 　　 り　　 　 　　 e

な らない 。 そ の た め に も ， 心 を耕す こ と， その 内的手段 として ， 聖書的ナ ラテ

e 　　e 　　 e　　 　 　　 お 　　 e 　　 リ

ィ ヴに よる訓練を教会 の 共 同的聖化 の 実践形 態 として 定位す べ きなの で あ る 。

　カル ヴ ァ ン 神学 の 特徴 の
一

つ に 言葉と霊の 不可分の 関係が あ る 。 カル ヴ ァ ン

は御言葉と結びつ か ない よ うな 霊的熱狂 主義 を退 け る。
「実 の な るため には 生 き

た 根が 必 要で あ る と同 じ よ うに ， 信仰には 御言葉が必 要だ とい うこ とで あ る．

…… 信仰は御言葉に よ っ て 支 え られ ない な らば 消 え失 せ る」
46）

。 しか し また 「聖

霊 に照 ら され る こ とが ない な らば ， 御言葉は何の 益を与え る こ ともで きない 。

… …
御霊 は 単に信仰の 開始者 で あ る に とど まらず，

これ を一
歩

一
歩成長 させ て ，

つ い に こ の 信仰 に よ っ て われ われ を天 国に 到達 させ た も うもの だか ら で あ

る」
47）

。 三 位
一

体論的ペ リ コ レ
ー シ ス に お い て 御子 と聖霊 とが切 り離しえない よ

うに ， 言葉 と霊 も切 り離 しえ ない の で あ る 。 そ の こ とは す なわ ち ， 聖霊 の 働 き

として 起 こ る聖化 の 過程 に お い て も ， 御言葉が 不可欠 な要素 とな る こ とを意味

す る 。 カル ヴ ァ ン の 聖 書解釈 の 原 理 は い わ ゆ る 聖 霊 の 内的証 示 （intemum

testimonium　SpiritUs　sancti ）に ある 。
「神の み が

， そ の 語 りた も うた 御言葉に つ

い て の ふ さわ し い 証 人で あ りた も うが ， それ と同じ よ うに ， こ の 御言葉 も， 御

霊 の 内的な証 し に よ っ て 封 印 されぬ うちは
， 人 々 の 心 に信頼をか ち と る こ とが

で きない 」
48）。 こ の 教 理 は ， 単 に聖書解釈 の 次元に 留ま らせ る べ きで は な く，

聖化 の 局面 に お い て も展 開 され なければ な らない 。 す なわ ち ， 聖 書は聖 霊の 働

きの も とで ， 聖書を読む 者の 心 を照 らし， キ リス トを啓示 す る と共 に ， キ リス

トの 体 とな る まで に 心 を耕 し 訓練す るの で あ る ． そ の こ とは 御言葉の 説 き明か

し とし て の 説教 に も当て は ま る。 カル ヴ ァ ン に よれ ば ， キ リス トが 預 言者 とし

て 聖 霊 に よ っ て 油注 ぎを受 けた の は ，
「た だ御 自身の た め ， 御 自身 が教 え る とい

うつ とめ を遂行する た め だ け で は ない ． そ れ だけで な く ， また ，
か れ の 御か ら

だ 全体の た め で あ る 。 す なわ ち， 福音の 説 教 が 常に な され ， それ に 御霊 の 力 が

伴 うた めで あ る」
49）

。 聖霊 は御言葉が 宣べ 伝 え られ るた だ 中に 与 え られ る 。 そ
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の よ うに して 聖霊が ， まさに説教を神の 恵み の 道具 とす る霊的な力を， 説教す

る行為その もの に与 え る 。 書かれ た神の 言葉は ， 聖霊の 力の 下で 語られ る説教

を通 し て ， 聴く者の 心 に 効果 （efficacia）を与 え
，

心 を耕 して キ リス トの 身体に

す るの で あ る
50）

。

　（3）それ故 ， 聖霊の 導きの もとで 行われ る聖化の プ ロ セ ス を ， 共同体の メ ン

バ ー 全員が 聖書的ナ ラテ ィ ヴに よ っ て 心 を耕 され る共 同の 訓 練 と位置づ け るこ

とは ， 霊 と言葉の 結びつ きを強調 して きた伝統の よ り
一

層の 具体化 で あ り， 展

開で あ る 。 聖書的物語 の 中に 立ち ， その ナ ラテ ィ ヴ との 格 闘 の 中か ら 自らの 性

格づ け とア イデ ン テ ィ テ ィ を不断に獲得 し訓練 され るこ とで ， 自覚的に 聖書的

物語 を担 う民が
， もろ もろ の 民 の 間に 姿を現 し て くる 。

　で は こ の よ うな 自覚は教会共 同体を どの よ うな方向に
一

歩踏み出す よ うに と

励 ます こ とにな る だ ろ うか 。

　第
一

に ， 説教者に対 して こ の 自覚は
， 聖書テ キ ス トの 福音か ら， 美徳の 共同

体形成 へ と向け て 発せ られ て い る神の 恵み に満ちた促 し を聴き取 り， それ を ，

間違 っ て も律法主義へ の 逆戻 りが 起 こ らない よ うな魅力的な仕方 で 語 り始 め る

こ とへ と励 ます 。
「イエ ス

・キ リス トは 我々 の
一

切の 罪の 赦 し に対 す る神の 慰め

にみ ちた呼びか けで あるの と同様に ， またそれ と同 じ真剣 さに お い て我 々 の 全

生活 に対す る神の 力あ る要求で あ る 。 こ の 方に よ っ て我 々 は ， この 世の 神な き

束縛か ら解 き放 たれ ， 彼 の 被造物に対す る 自由で 感謝 に み ちた奉仕 へ と赴 く喜

ば しい 解放が 与 え られ る」 （バ ル メ ン 宣言第二 提題 ）。 説教者 は その こ とを ， 現

代の もろもろの 声の た だ 中に投げ出され て い る聴衆の ために 行 う。 どれ が 良い

羊飼い の 声で あ り ，
い か に その 群れ とされ て い る こ とが 結果 として 良き生 を も

た らすの か
， それ が どれ ほ ど光栄に み ち ， 誇 り高 きもの で あ るの か を明確 に 語

り示 す必 要が あ る 。 それ が 再び律法主義に 戻 らない 福音 の 語 りで あ るか ど うか

は ， 説教者が ， 身構え させ る こ とな く惹 きつ けて 人の 心 を魅了す る聖書の 持 つ

ナ ラテ ィヴ とし て の 語 りの 性格を ， どこ まで最大限に 引 き出すこ とに 成功 し て

い るか ど うか に 懸か っ て い る 。 そ して そ れ は
， 表面的， 演技的な語 り方に よる
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の で は な く， 聖書テ キ ス トをど こ まで深 く読んで い るか ， そ の 解釈の 深 さに よ

る 。 福音に 代わ っ て律法 を語る の で も， 福音 の 後 に律法を語 る の で もない 。 徹

し て福音を語 る こ とが お の ず と感謝 と喜び の 服従を呼び起 こ す よ うな語 りが 求

め られ る 。

　第二 に ， 説教を聴 く聴衆も
一

方的な観客で は な く， 御言葉を 自分 の 生活 の 中

に 受け とめ ， か つ 自分の 生活 を御言葉の 中に位 置づ けてみ る よ うに と励 ま され

て い る 。 大 きく開い た 口 に御言葉を入れ て 頂 い た の で あれ ば
， それ を 咀嚼 し ，

何度も反芻 し ，噛み しめて 味わ う必 要があ る 。 そ の こ とを 自覚的 に行 うた めに ，

礼拝後 の ひ とときが騒 々 し い マ ル タ の 奉仕 で は な く，
マ リア 的な御言葉の 味わ

い と語 り合い の 場 に 当て られ る工 夫が な され て もよい 。 聖書の 民の 生 きて い る

共通の 文脈 が ， 聖 書的ナ ラテ ィ ヴに よ っ て 示 され て い る神 の 大 きな救い の 歴 史

の 中に あ り， その こ とに 自分たちの 性格づ け とア イ デン テ ィテ ィ があ る こ とは ，

事あ る ご とに何度 で も心 に刻 まれて よい もの で あ る 。 カル ヴ ァ ン に よれ ば 新生

の 美徳で あ る義 と公平 と憐れ み は ， どの よ うに して 身に付い て 行 くの か とい う

と，
「神 の 御霊 が われわれ の た ま しい を御 自身の 聖 さの 中に 浸し ， われ われ の 新

し い 思想を も， 感情を も， まさに新たにせ られ た と見 られ るほ ど に しみ こ ませ

た も うときに 起 こ る」
51）

。 その 聖霊 に よ っ て 起 こ る 「心 に し み こ ませ る こ と」

が
， 私 た ちの 内へ の 御言葉の 受肉に お い て 起 こ るの で あ る。

　第三 に ， 礼拝そ の もの が ， 重 い 心 を 引 きず っ た者が 慰 め られ ， 罪の 思 い 煩い

か ら解 き放たれ ， おの ずか ら喜び と感謝が湧 き起 こ り， 神 の 栄光が 讃美 され る

至 福の 時で あ る と共 に ， 派遣へ と向か っ て 動 い て ゆ く動 きの 中に あ る こ とを ，

共 同体全員が 知 る よ うに と励 ま され て い る 。 礼拝 は 神 の 国 の 運動 （共 同体 の 大

い な る 物語）の 中に あ る 。

　第 四 に ，
こ うして 共 同体 の 成員は ご く自然 に 自分た ちの 交わ りや各自の 日常

生活の 中で ， 聖 書的ナ ラテ ィ ヴを念頭 に お い て 会話 し ， 行動す る よ うに な る 。

あか らさまで は ない に し て も ， 考え行動する 際 に ， そ の 心 の 方 向性 （軌 道） を

決め る もの が ， 心 の 習慣 （habits　of 　the　heart） とな る まで に 至 っ た聖 書的ナ ラ テ

ィ ヴか らの 促 し なの で あ る。
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　美徳な き時代に ， 現代社会の 危機を克服す る美徳の 共同体をど う再建してい

くべ きなの か 。 小論は こ の 主題をプ ロ テ ス タ ン ト的立揚に 立 っ て展 開す る基礎

的考 察の
一

部に 当た る 。 こ こ で は特 に 聖化論を聖霊論 的なナ ラ トロ ジー の 視点

か ら捉え直す必 要性を明 らか にす る よ うに努めたが ， 未だすべ て を覆い 尽 くす

もの では ない 。 主題その もの はなお多角的 な考察を必 要 として い る。 同時に又

こ うした 基礎的考察を踏まえた上 で ， い わ ゆ る聖書的ナ ラテ ィヴに よ る訓練 と

い うこ とが どの よ うな もの で あ るの か ， そ の 実践的具体化 も試み られなければ

な らない 。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （は が ・つ とむ）
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