
Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

【第 11回 日本伝道協議会公 開講演 】

聖書 と信仰告 白

一 正 典 成立 史 をふ りか え りつ つ
一

聖 書 と 信 仰 告 白

関　川　泰 　寛

は じめ に

　 日本 基 督教 団信 仰告 白は
， 冒 頭 で 「旧 新約 聖 書 は

， 神の 霊感 に よ りて 成 り，

キ リ ス トを証 し ， 福 音 の 真 理 を 示 し
， 教 会 の 拠 る べ き唯

一
の 正 典 な り。 さ れ ば

聖 書 は 聖霊 に よ りて
， 神 に つ き ， 救 ひ に つ きて ， 全 き知識 を我 ら に 与ふ る 神の

言 に して
， 信 仰 と生 活 との 誤 りな き規 範 な り」 と告 白 し ます 。 す で に 宗教 改 革

者 た ち は
， 「聖 書の み 」 を教 会改革の 原理 と し て 掲 げ

， 信仰告白中 に 聖書 の 規

範性 を明 記 して きま した 。 例 え ば
，

ウ エ ス ト ミ ン ス タ
ー

信仰告 白第
一

章 は ， 聖

書 の 66巻 を 列 挙 した 後 ， 「こ れ ら は す べ て 信 仰 と生 活 との 規範 た る べ く
， 神の

霊 感 に よ っ て 与 え ら れ た もの で あ る 」 と告 白 し ます 。 ま た
，

フ ラ ン ス 信 仰 告白

は
， 「わ れ ら は

，
こ れ らの 諸 書 の な か に 含 まれ る 御 言は

， 神 か ら 発 し た もの で
，

権威 をた だ神 か ら受け ， そ れ を人 か ら受 け て い ない こ と を信 じる 。 そ れ は すべ

て の 真理 の 規 準 で あ っ て ， また 神 へ の 奉仕 と わ れ らの 救 い に必 要 な る もの す べ

て の もの を含 む 。 ゆ え に そ れ に 追 加 し除 い た り変更 した りす る こ とは
， 人 に も

御 使 い に も許 され な い 」と告白 して い ます 。 宗教改革 の 諸信仰告 白は ， 聖 書が

救 い に と っ て 必 要 な す べ て の もの を包 含 して い る ゆ え に
， 付 加 も補 足 も必 要 と

し な い もの で あ り， そ の い わ ば 閉 じた文書が 共通 して 神の 霊 感 に よ っ て 書か れ
，

そ の 権 威 が 神 よ り由来す る もの で あ る と言 い 表 して い ます 。

　宗教改 革 の 「聖書の み 」 とい う原 理 をわ た した ちは
，

こ れ らの 信仰告 白の 中

に は っ き りと読 み と る こ とが で きま す 。 しか も， 宗教 改 革 の 諸 信 仰 告白は ， 聖
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書の 権威を は っ きりと言 い 表すだけで な く， 聖書が証言する神の 言 に
一

致す る

限 りに 於 い て
， 古 代 の 信 条 を もあ わ せ て 受け入 れ て い る とこ ろ に 特 徴 が あ り ま

す 。 た とえ ば
，

ア ウ グ ス ブ ル グの 信仰告白は ， 第
一

条 「神 に つ い て 」 の 冒頭 で
，

「第一
に ， わ れ わ れ は ニ ケ ア 公会議 の 決定 い わ ゆ る ニ ケ ア 信条 の とお り，

一
致

して 次 の よ う に 教 え
，

ま た 告 白す る 」 と述 べ ます 。 また
，

フ ラ ン ス 信仰告白は
，

先 に 言 及 した 聖 書 の 権 威 の 告 白 に 続 け て ， 「わ れ ら は 三 つ の 信 条 ， す な わ ち使

徒 の 信 条 ，

ニ カ イ ア の 信条 ，
ア タ ナ シ オ ス の 信条 を承認 す る

。 そ れ らは 神 の 言

に
一

致す る か らで あ る 」と述 べ て い ます 。

　 こ こ に は
， 宗 教 改 革 以 来 ，

わ た し た ちの 教会が
， 聖 書 の 権威 と規 範 性 と と も

に
， 信 仰 告 白の 権 威 と規 範 性 を重 ん じて きた こ とが よ く表 れ て い ます 。 神学 的

用 語 を用 い る な ら ば， 「規範す る 規範」 と して の 聖 書 と 「規 範 さ れ る 規範」 と

し て の 信仰告 白の 両方が ， 教会 の 教理 と形成 の 源泉 と して 重 ん じ られ て きた と

い うこ とで す 。

　残念 な が ら
，

こ の よ う な宗 教 改 革 以 来 の 福 音主 義教会 の 伝統 は
， 日本 基 督教

団 の 多 くの 諸 教 会 に あ っ て は ， 十分 に 自覚 さ れ て い ませ ん
。 現 代社会 に ， 神 の

言 は い っ た い どれ だ け力 を もっ て い る の か
， 神 の 言 よ り情況が 大切 な の で は な

い か
， 神 の 言 に 聞 き礼拝す る よ りも ， 社 会に 意義 あ る 活動が 大切 なの で は な い

か
， 苦 しむ者 と苦 しみ

， 泣 く者 と泣 くそ れ こ そ
， 教 会 と キ リ ス ト者 の 本来 の 在

り方 で は な い か
， そ う声 高 に 主 張す る 人 々 や

， 心 の 中 で そ う呟 く牧 師 や 信徒 は

決 し て 少 な くな い と思 い ます 。 そ の 結果 ， 教 会 に よ っ て
， 聖 書 と信 仰 告 白は

，

力 な く， 古 び た 着物 の よ うに 脱 ぎ捨て られ て ， 教会の ベ ン チ の 傍 らに 置 き去 り

に さ れ て い ます 。 しか し
，

わ た し た ち は
， 聖 書 を世 界 の 片隅 に 置 き去 りに す る

と き ， 聖 書 が証 しす る 生 け る 主 イ エ ス ・キ リス トを も片 隅 に 追 い や っ て い る の

で す 。 もち ろ ん
， 主 イエ ス ・キ リス トは

，
わ た した ち の 愚か な行為 に よ っ て そ

の 存在 を無 に帰 せ しめ られ る よ うな小 さ な 方 で は あ りませ ん 。 しか し ， 主 イエ

ス を片隅 に追 い や ろ うとする姿勢は
， 主イエ ス 以外の もの をわた したちの 主 と

し よ う とす る 罪 の 結果 に 他 な りませ ん 。 そ の こ とは
，

主 イ エ ス ・キ リ ス トを ，

十字架に つ けた 人々 と同 じ愚 か な行為 を繰 り返す こ と に は ならない で し ょ うか 。
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　今 ，
わ た し た ち の 国 と社 会 は

， 本 当 の 救 い を必 要 と して い ます 。 主 イエ ス ・

キ リ ス トの 贖 い の 確 か さ と救 い の 喜 び を
， 多 くの 人 々 は 待 ち望 ん で い ます 。 神

の こ 支配 の 確信 に よ っ て
，

い か な る もの の 支 配 に も屈 す る こ と の な い 信仰 共 同

体 の 形 成を人 々 は 求 め て い ます 。 そ の よ うな時 に こ そ ， プ ロ テ ス タ ン ト教会が ，

御言葉 の 説教 と聖 礼典 の 正 しい 執行 に よ っ て
， 教 会 を形 成 し ， そ の 教 会 の 拠 る

べ き唯
一

の 正 典 とそ の 正 典 に よ っ て 規範 さ れ た 規範 と して の 信仰告白の 重 み を

改 め て 確認 した い と願 い ます 。

　本 日 は
，

い わ ゆ る新 旧 約聖 書 の い わ ゆ る 「閉 じ た 正 典 」 が 形 成 され る 四 世 紀

半 ば の ア レ キ サ ン ド リ ア 教会 で 起 こ っ た 出 来事 に 目 を留 め た い と思 い ます 。 ア

タ ナ シ オ ス の 記 した 第39復活 祭書簡 をめ ぐる い くつ か の 歴 史的事実 か ら
，

正 典

化 と い う事実 の 背後 に あ る もの
，

と りわ け聖 書 と信 仰告 白の 密接 な関係 に つ い

て 言 及 して み た い と思 い ます 。

1 ． 聖 　 　書

　聖書 は
， 旧約 聖 書 39巻 ， 新約 聖 書27巻 あ わ せ て 66巻 か らな る キ リ ス ト教 の

正 典 （カ ノ ン ）で す 。 旧約 聖 書 は
， 古 代 イ ス ラ エ ル の 歴 史 の 中 で 書か れ た 諸 文

書 の 集成で
， 元 来 は ユ ダ ヤ 教 の 聖 典で した 。 キ リ ス ト教 は ユ ダ ヤ 教の 聖典 を引

き継 ぎな が ら ， 1 世 紀半 ば か ら 2 世 紀初 頭 に 成 立 した 固 有 の 文 書 を生 み 出 し ま

した
。 そ れ が 新約聖 書 で す 。 イ ス ラ エ ル の 歴 史を導 き， そ の 民 に 約束を与 え た

神 が ， 御子 イエ ス ・キ リ ス トを こ の 世 界 に 遣 わ し ， 決定 的 な仕方で
， そ の 約束

を実現 して 下 さ っ た こ と を 伝 え る た め で す 。

　19世紀 以 降 ， 聖 書 の 歴史批評的な研究が 盛 ん に な る と
， 聖書 もまた 古典 の

一

つ で あ り ， そ れ が 書 か れ た 歴 史 に 制 約 され た 文 書 で あ る と考 え ら れ る よ うに な

りま した 。 そ の た め に 聖書 の 歴史的な信憑性 に 疑問 を持 つ 人 々 が 出て きま した 。

そ れ ば か りで な く ， 聖 書 正 典 の 成 立 の 過 程 に 作 用 した 歴 史 的 な 諸 要 因 が 指 摘 さ

れ
， 聖 書が 神 の 霊 感 に よ っ て 書 か れ た とい う信 仰 告 白の 内容 の 歴 史性 が 問 わ れ

る よ うに な ります 。

　 さ らに ， あ る 人 々 は
， 新約 正 典27巻 の 成立 は

， 古代末期 の 「正 統教会」が 自
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己 の 権威 を 守 り ， そ の 正 統 性 を確 立 す る とい う目的 の た め で あ っ た と主張 し ま

す 。 こ の よ うな立 場 か ら
，

しか もそ の よ うな 目的 を否定的 に 評価す る と
， 聖 書

諸 文 書 は
， 教 会 の 定 め た 信 仰 告 白 の 権 威 か ら も ， また 正 典 と い う考 え方 そ の も

の か ら も解 き放 た れ て
，

は じめ て 歴 史の イ エ ス の 「真正 な」 言 葉 を語 る もの と

な り， さ らに そ の 言 葉 を語 られ た歴 史の イ エ ス に 従 うこ とが 救済 の 道 で あ る と

い う考 え が 生 まれ ます 。 こ の よ うな考 え方 は
，

一
見 「教理」 か ら も教会の 「権

威」 か ら も自由 な よ うな見 え ます が
， 自分 た ち の か な り恣 意 的 な 厂救済論」 を

前提 と して い ます 。

　 わ た した ちは
， 聖 書 の 学問研究 そ の もの を恐 れ た り忌 避 した りす る必 要 は ま

っ た くあ りませ ん が
，

上 述 の よ う な学 問 の 仮 説 の 提示が ， 教会が 代 々 示 して き

た 聖 書 の 理 解 や 聖 書が 生 け る 神 の 言葉 で あ る と い う教 会 の 確信 を い さ さか も揺

る がす もの で は な い こ と も同時に 知 っ て い なけれ ば な りませ ん 。

　 わ た した ち の 教 会 は
， 次 の よ うな聖書 の 理 解 に 立 っ て い ます 。 第

一
に わ た し

た ちは
， 聖書 は

， 特定 の 時代 に 書か れ た 「人 間 の 言葉」 で あ る とい うこ とを承

認 し ます 。 他 の 古典 と同 じ よ うに
一

定 の 歴 史状 況 の 中で
， 時代 の 環境 の 制約 を

受 け て 成立 し た もの で す 。 しか し ， 同時 に 聖 書 は 科学的 な知識 を伝達 す る 書物

で もな け れ ば ， 歴 史的 な 情報 を伝 え る 書 物 で もな く ， 神 が イエ ス ・キ リス トに

お い て 御 自身 を啓 示 さ れ た こ と を証 言 す る 書物 で あ る と考 え ます 。 第 二 に ， 聖

書 は
， さ ま ざまな 著 者 に よ っ て 書 か れ ， 個 々 の 文書 の 成 立 以 前 に は 固有 の 口 頭

伝承の 集成 が 存在 し
，

そ れ ぞ れ 生 活 の 座 を持 っ て い る ゆ え に
， 多様 な思 想 や 神

学 が 満 ち て い ます 。 に もか か わ らず ， 聖 書 は イ エ ス ・キ リス ト とい う歴 史 的 な

人 格 に お い て
， 絶対者 で あ り超 越 者 で あ る 神 が 御 自身を啓示 し

， しか も御子 の

生 涯 と死 と復活 を通 して 人間 を救済 へ と導い て 下 さ っ た こ とを証 言す る 点で は
，

統
一

性 を も っ て い ます 。
こ の 多様 性 と統

一
性 の 承 認 が

， 聖 書 の 理 解 の 出 発 点 で

す 。 第三 に ， 聖 書 は
， 「す べ て 神 の 霊 の 導 きの 下 に 書 か れ

，
人 を教 え

， 戒 め
，

誤 りを 止 し， 義 に 導 く訓 練 を す る う え に 有 益 で す 」 （テ モ テ へ の 手 紙 （二 ）3 ：

16）と記 さ れ て い る よ うに
， 聖 書は

， 人 間 が 書 き記 した もの で す が
， 同時 に

代 々 の 教 会 は そ れ らが 神 の 導 きに よ っ て な さ れ た もの で あ る こ と を 信 じ ま す 。
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聖 書 と信仰告 白

第四 に
，

わ た し た ち は
，

い わ ゆ る 聖 書 主 義 の 立 場 や 逐 語 霊 感 説 （フ ァ ン ダ メ ン

タ リズ ム ）の 立 場 は取 りませ ん 。 聖 書は
，

わ た した ち の 教 会が拠 っ て た つ とこ

ろ の 信仰告白を規 範 す る 規 範 で す 。 換 言 す れ ば
， 聖 書 と信 仰 告白を規準 と して

教 会 の 信 仰 と制 度 は つ くられ て い きます 。

2 ． 信仰告 白

　聖 書 は ， 主 イ エ ス ・キ リ ス トの 生 涯 と教 え ， さ ら に 十 字 架 ， 復 活 と 高挙 を 証

言す る 書物 で す 。 しか し ， す で に 指摘 し た よ うに
， 各文書 は 多様 な神学 や 思 想

を 含 ん で い ます 。 そ の た め 聖 書 の 複雑多岐 に わ た る 内 容 を整 序 し ， そ こ か ら導

か れ る 教会 の 基 本 的 な教 えを 記 した信 仰 告 白が 生 み 出 さ れ る こ と に な ります 。

　元 来信 仰 告 白は
， 古代 の 教会の 洗礼式 を 生 活 の 座 と し て 発 展 し て き た もの で

す 。 公 同 的 な信 仰告 白 は い ず れ も ，
三 位

一
体的 な 定式 を持 ち， 讃美頌栄的 な 言

葉 を そ の 特色 と して い ます 。
わ た し た ち が よ く知 っ て い る 使 徒 信 条 や ニ カ イ ア

信条 は
，

こ の よ うな特質を備 えて い ます 。 聖書 そ れ 自体が
， ある 意味 で 信仰告

白で す ， 例 え ば
， 聖 書 の 中 に す で に 申命 記 6 章 や 。

コ リ ン トの 信 徒 へ の 手 紙

（
一

）15章 3 節以 下 や マ タ イに よ る 福音書16章の 使徒ペ トロ の 言葉 に は
， 信仰告

自の 言 葉 が 内 包 され て い る こ とが わ か ります 。

　 1 世紀か ら 2 世紀 に か け て の 使徒教父 や 2 世 紀 か 3 世 紀 の 弁 証 家 ， さ ら に ヒ

ッ ポ リ ュ トス
，

エ イ レ ナ イ オ ス や テ ル トゥ リ ア ヌ ス
， そ して 4 世 紀 の ニ カ イ ア

の 神学 た ち の 著作 に は信条の 萌芽の よ うな 言葉 が た く さん 観察 され ます 。 信仰

告 白 は
， 個 人 の 信 仰 を何 か しば り つ け る よ うな 言 葉 で は な くて

， 古 代 の 教 会 に

お い て 水辺 で 信仰 を言い 表 して
， 神 の 霊 の 注 ぎを受け て

， 新 しい キ リ ス ト者が

生 まれ る 息 を飲 む よ う な瞬 間 の 言 葉 （試 問 的信 条 ） な の で す 。
こ の 洗 礼式 で 用

い ら れ た 言葉が
，

や が て 3 世紀半 ば に 洗 礼 志 願 者 教 育で 用 い ら れ る 「宣言的信

条」 に 整 え ら れ ， 古代教会 で 広 く用 い られ る よ う に な っ て い っ た と考 え られ て

い ます 。

　 さ ら に ，
4 世 紀 に 入 っ て

，
キ リ ス ト教 が ロ ー

マ 帝国 に 公 認 され る と
， キ リ ス

ト教 会内部で 神学論 争が 生 じ ， 教 会 分裂 の 危 機 に 立 っ た 時 ， 会議 で 作成 さ れ る
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信条が生 まれ ます 。 そ の よ うな信条 の 最初 の もの は
，
325年の ニ カ イ ア 会議で

作成 され た 「原 ニ カ イ ア 信条」 で す 。 さ らに 381年 コ ン ス タ ン テ ィ ノ ポ リ ス 会

議 で は
，

い わ ゆ る ニ カ イ ア 信 条が 生 ま れ ます 。 こ れ らの 信仰告 白は
， 会議 で 作

成 は され ます が ，
い ず れ も古代教会 の 洗 礼式 で 用 い られ た洗礼信条 の 言葉が 原

型 と な っ て お り ， 讃美頌栄的 な性格 を色濃 く持 っ て い ます 。 しか し， さ ら に 加

え て
， 318年 か ら始 ま る ア レ イ オ ス 論 争 を 背 景 に して

， 御 子 イ エ ス ・キ リ ス ト

は
， 父 な る神よ りも劣 っ た一

被造物 で あ り， 「御 子の 存在 し な い と きが あ っ た 」

とい う主張 を斥け る もの とな っ て い ます 。

　信 仰告 白 は
， 聖 書 の 証言 す る 父 ・子 ・聖霊 な る 神 を讃美す る 言葉 で あ る と 同

時 に
， 教 会が 拠 っ て 立 つ と こ ろ の 普 遍 的 な 「公 同信 仰 」 を簡潔 に 言い 表 し た も

の で す 。 古代 の 教会 の 人 々 は
， 新 し く採択 され た信条 に 署名 を して

， そ れ らを

受 け入 れ る し る し を は っ き りと示 し ， 信条 に い わ ば 拘 束 性 を 認 め ま した 。 宗教

改革 の 諸信仰告 白は
，

い ず れ も古代信 条の 公 同信仰 を受 け継 ぎなが ら ， 三位
一

体 の 神 へ の 信仰 を告 白す る と同 時 に ， 正 典 で あ る 聖 書 が 神の 霊 感 を受 け て 書か

れ た こ とをは っ き りと記 して い ます 。 こ の よ うな古代教会に お け る信条の 形成

は
， 新約聖 書各文 書 の 成 立 と正 典 化 と平行 して 起 こ っ て い ま す 。 教 会 は

， も と

よ り， 正典 ， 信仰 ， 職制の 三 つ の 座標軸 に よ っ て ， は じめ て そ の 具体 的で 可 視

的 な姿 を 見 せ ます か ら
，

そ の こ とは 当然 と言 え ます 。 そ こ で 次 に 正 典 と信仰 告

白の 密接不可分 な関係 を考 え て み ま し ょ う。

3 ． 新約聖書正 典の 成立 と信仰告 白

　新 約 聖 書諸 文 書 は
，

1 世紀 半 ばか ら 2 世 紀半 ば に か け て 相次 い で 成立 し ます 。

コ リ ン トの 信徒 へ の 手紙 （
一

）15章 3 節 以 下 が 示 して い ます よ うに
，

主 イ エ ス

の 十 字 架 と復 活 そ して 弟 子 た ち へ の 顕 現 とい う出 来事 が 宣 べ 伝 え ら れ
， 教 会 の

教 えの 核 に な っ て い きます 。 そ の 際 ， 教 会共 同体 は
， イ エ ス ・キ リス トの 出来

事を現実と して 伝え る サ ク ラ メ ン タ ル な 共 同体 と して 形 成 され ま した 。 こ の 共

同 体 が 礼拝 に お い て
，

聖 書 の 言 葉 と言 葉 の 説 教 を 通 して
， さ らに は 可 視的な 言

葉 で あ る 聖餐 と洗礼 を通 して
， 復活の 主 の 現臨 を経験 し続け ます 。
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　そ れ で は
， 新約 聖 書27文 書 は

，
どの よ う な規 準 で

， なぜ 選 ば れ て 「正 典 」 と

な っ た の で し ょ うか 。 こ の 問 題 は
， 簡単 に は 答 えが 与 え ら れ ませ ん

。 限 られ た

歴 史史料 か ら ， 答 え を推量 し な け れ ば な らな い か らで す 。 あ る 学者は ， 新約 聖

書 そ の もの の 中 に す で に 正 典 とい う考 え 方が あ る の で あ り ，
4 世 紀 に だ い た い

に お い て 終了 す る 正 典化 は
， そ の 延 長 に す ぎ な い と 考 え ます 。 また あ る 学者は

，

キ リ ス ト教 に は 元 来正 典 化 をめ ざす とい う動機 も意図 も な か っ た の だ が ，
二 世

紀 に マ ル キ オ ン や グ ノ ー
シ ス 主 義 ，

モ ン タ ヌ ス 主 義 と い っ た異 端 が 出現 し
， 独

自の 「正 典」概 念 を主 張 し た 結果 ， キ リ ス ト教 会の 側 で も
， そ れ に 答 え る か た

ち で 正 典化 を進 め た と説 明 し ます 。 また あ る 人 は
， 正 典化 は

，
コ ン ス タ ン テ ィ

ヌ ス 体 制 の 中 で
，

正 統 と異端 を 識 別 す る プ ロ セ ス の 中で 生 じ た 事態 で あ り， 結

局 は 「正 統 教 会」 の 権威 か らか な り恣意的 に 正 典 化 が 起 こ っ た の だ と見 ます 。

　 こ れ らの 見解 に は そ れ ぞ れ 正 当性 を 主 張 しうる 根拠 が 含 まれ て い る と思 い ま

すが
， 歴史 とい うもの が い くつ か の 要因 を複 合的 に 含み なが ら

，
そ れ ら に 触発

さ れ て 進 展 して い くの が 常 で す か ら
，

一
つ の 要 因 に 還 元 す る の で は な く ， 複数

の 要 因 を考 え る 方 が よ り真実 に 近 い の で は な い か と思 わ れ ま す 。 と りわ け ， 古

代 教 会 に お い て は
， 正 典 化 と信仰告 白の 成 立 は 平 行 し て 起 こ っ た 現 象 で あ り ，

ど ち らか
一

方 だ け を切 り離 して 説明す る こ とは 難 し い よ うに 思 い ます 。 そ こ で

以 下 の よ うな図 を描 い て ， 複雑 な状 況 を 説 明 し て み ま し ょ う 。

糟 臠 群 慶

　　　　　　　　　　／ ［魎

　　　　　　　　〃國 一 編 集 一 文 化

主 イエ ス ・キ リス トミ
ー ［圃

　　　　　　　　く澄［凾

　　　　　　　　　＼齧
→ 編 集 → 圃

縄擁 ・ 溌蘓載

　
　
　

化

　
　
　

腆

　
　
　

⇒

『

復
活
祭
書
簡
39
』

ム

ラ

ト

リ

断
片

エ

イ
レ

ナ

イ

オ
ス

こ の 表が 示 して い る の は
， まず 主 イエ ス ・キ リ ス トに お け る神 の 自己啓示 が ，
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すべ て の 新 約聖書文書 の 出発点 で あ る とい うこ とで す 。
こ の 啓示 の 出来事が ，

諸 伝 承 を 生 み
， そ れ らは 担 い 手 た ち に よ っ て

， 伝 達 さ れ ， や が て 編 集 さ れ て 文

書化 され て い きます 。 か くして 伝承 か ら文書化 そ して そ れ が ま とめ られ て 新約

聖 書 の 一 つ の 文書が 形成 され ます 。 2 世紀半 ば の ユ ス テ ィ ノ ス 著作 か ら は
， 後

に 正 典 と な る諸 福 音 書 に は
， 唯

一
の 権威 が 未 だ 与 え られ て い な い こ と

， さら に

か れ が ， い くつ か の 福音書 か らの 断片 や 口頭 伝承 ， イ エ ス の 言 葉 の 集成 を知 っ

て い た こ とが 伺 え ます 。 ま た
，

2 世 紀後半の エ イ レ ナ イ オ ス で は
， 「異 端反駁』

3 巻 が 4福音書 ， 使徒言行録 ，
パ ウ ロ 書簡 に 言及 し ， 福音書が なぜ 4 つ で な け

れ ば な ら な い か を丁 寧 に 論 じて い ます 。 使徒 性 が
， 権威 の 根 拠 で あ る こ と も本

書 に 示 され て い ます 。
こ の よ うに

，

一
定 の 基準 に よ っ て 集 め られ た 文書 は

，
2

世紀 か ら 3 世紀 に か け て さ ま ざ まな 形態 で 存在 し て い ま し た 。
パ ウ ロ の 手紙 は

一
つ に 集 め られ

， そ れ 自体が
一

種の 正 典化され た 部分 と して 用 い られ て い た と

も考 え ら れ ます 。 また 文 書 の 中 に は 最 後 まで 正 典 と して 確 定 され ず に 重 ん じ ら

れ た 文書 もあ りま し た 。 お そ ら く4 世 紀初頭 まで は そ の よ うな 状 況 が 続 い た と

考 え られ ます 。 2 世 紀 の 正 典 化 の 過 程 を知 る 上 で きわ め て 重 要 な 史料 に ，
ム ラ

ト リ断 片 が あ ります 。 こ こ に は
， 四 つ の 福 音 書 とそ の 他 の 新 約 聖 書諸 文 書 の リ

ス トが 出 て きます ，
つ ま り ， 2 世 紀後半 まで に は

，
そ の よ うな正 典化 へ の 方向

づ け は教会 内 に 存在 し て い た と考え られ ます 。 や が て
，
4 世紀半ば に な る と

，

す な わ ち ，
キ リ ス ト教 が ロ ー

マ の 公 認宗教 と な っ て か ら は
， 教 会内部 に正 統 と

異端 の 論争が 生 じ ，

一
層 正 典化 に 拍車が か か ります 。

　わ た しは
， 新約聖書27文書全体が は じめ て 史料 に 顔 を出す ，

ア タ ナ シ オ ス

『復活祭書簡39』 （367年）か ら ， 正 典化 が こ の 時代 に 進 ん だ 背 景 とそ こ か ら得

られ る 現代 の 教訓 を学ん で み た い と考え ます 。

4 ． ア タナ シ オ ス の 『復活祭書簡39』か ら

　 ア タ ナ シ オ ス （298 〜 373 年） は
，

ア レ キ サ ン ドリ ア の 司教 で あ り，

ニ カ イ

ア 信 条 の 成 立 と ニ カ イ ア 正 統 神 学 の 確 立 に 寄 与 した 重 要 な 人 物 で す 。 彼 は ， 毎

年復活祭前 に
，

そ の 期 日を決定す る書簡をア レ キ サ ン ドリア 教 区の 全聖職者 に
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宛 て て 書 き送 っ た と言 わ れ て い ます 。 そ の 第39書簡に ， 教 会の 歴史 上 は じめ て

今 日わ た し た ちが 知 っ て い る 新約 聖 書27巻 の 書 名 が 出 て きま す 。

　当時 の ア レ キ サ ン ドリア は
，
318 年の ア レ イオ ス 論争勃 発 以 来 ，

ア レ イオ ス

派 ，
メ レ テ ィ オ ス 派 そ して 聖 マ ル コ 司教座 の 三 つ の 勢 力が 相 争 っ て い ま し た 。

今 日の 研 究 で は
，

メ レ テ ィ オ ス 派 は ， デ ィ オ ク レ テ ィ ア ヌ ス 帝 の 大 迫 害 に よ っ

て 殉 教 した り ， 地 下 に 潜 っ た 司 教 た ちの 代 わ りに
，

リ ュ コ ポ リ ス の メ レ テ ィ オ

ス と い う人物 が 自分 の 勢 力 下 の 聖 職 者 を勝手 に 司 祭 や 司 教 に 任命 し ， 聖 マ ル コ

司 教 座 の ヒ エ ラ ル ピ ア の 秩 序 を崩 す よ う な行為 に 走 りま した 。
こ れ に 対 し ，

ア

レ イ オ ス 派 は
， 御子 イエ ス ・キ リ ス トが 御 父 な る 神 よ りも劣 っ た

一
被 造 物で あ

り ， 「御子 が 存在 し な い 時が あ っ た 」 と主 張 しま した 。 ア レ イ オ ス 派 は
，

ア レ

キ サ ン ドリ ア の 種 の 学 問 サ ー ク ル で あ り ， 優 れ た カ リ ス マ を持 つ 教 師 を中 心

に
， 禁欲 的 な学 問 集団 を形成 して い た と考 え られ ます 。

こ の 学問サ ー ク ル に お

い て は
， そ の 指導者や 教 師は

， そ の 「つ とめ 」 に 従 っ て で は な く， 復活 の 主 の

幻 や 神 秘 的経 験 な どの 宗教的 ， 知 的 ， 道 徳 的 な神授 の 能力 に よ っ て 権 威 が 継 承

され ま す 。 そ し て ， 教 師 は
，

七 十 人訳 聖 書 の 解 釈 と新 約 聖 書諸 文 書 の 両 方 に よ

っ て ， 学生 を導 くこ とで そ の 能力 を 発揮 し ま し た 。
こ れ ら学 問 サ ー ク ル に 属す

る 人 々 は ， パ ウ ロ 書簡 な ど の い くつ か の キ リ ス ト教 著 作 を ， 研 究 の 課題 とす る

ため に ，
ひ と ま とま りの 文 書 に 編纂す る こ と もあ りま した が ，

グ ノ ー シ ス の 教

師 た ち と同 じ く ， 概 し て 閉 じた 正 典 に は 興味 を 示 し ませ ん で した 。

　 318年 の ア レ イ オ ス 論 争勃発 は ， 単 な る 神 学 論 争 に 止 ま りませ ん で した 。 公

認 さ れ た キ リ ス ト教 会 に お い て ，
どの 勢 力 が ， 現 実 の 政 治 に お い て も ど れ ほ ど

ヘ ゲ モ ニ ー を 取 り
，

皇帝 の 支 持 を取 りつ け うる か が 大 きな 関 心 と な っ た の で す 。

そ の よ うな 中 で
，

メ レ テ イ オ ス 派 と ア レ イオ ス 派 は 手 を結 び
， 聖書 に 基 づ く正

統神学 を脅 か し始 め ます 。 彼 ら は
， 聖 書 の 諸 文 書 を も また 選択 的 に 読 み

， 聖 書

の 言 葉 を 「霊 的 に 」解釈 し うる知 恵 の 教 師 を尊重 し， 閉 ざ され た 「正 典 」 と い

う考 え方 に 反 対 し ま した 。 例 え ば
，

メ レ テ イ オ ス 派 は
， 真の 教 会 は

， 殉 教 者の

教 会 で あ り ，
こ の こ と を証 言す る の は

， 『イザ ヤ の 殉 教 と 昇天 』 な ど い くつ か

の 外典 で あ る と考 え ま した 。
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　こ れ に 対 して
，

ア タ ナ シ オ ス は
，

ア レ イオス 派が尊重す る よ うな知恵 の 教師

に よ る解 釈 の 権威 の 代 わ りに
， 御 言葉 の 権威 を は っ き りと示す こ とに 専心 し ま

し た 。 す で に
， 彼は 352年 の 『復活祭書簡24 』 の 中 で

， 「聖 者 の 言 葉」 と 厂人

間 の 発 明 した言葉」 とを対比 して い ます 。 「聖 者」（つ ま り新約聖 書の 記 者た ち）

が ， 厂変更 せ ず に 」神 の 受 肉 した 言 葉か ら聞 い た こ と を伝 えて い る と主 張 し て

い ます 。
つ ま り ， ア タ ナ シ オ ス は

，
キ リス ト教 教 理 は 受肉 した 言葉 に よ っ て 教

え ら れ た 不 可 変 の 記 録 で あ る と考 え て い る の で す 。 ア タ ナ シ オ ス は
， 神の 言葉

は
， 人 間の 言葉 とは 異 な っ て

， そ れ に つ い て何 か を学 ん だ り解釈 した りす る 必

要 は な く， 本質的に 教師で ある と考 え ま した 。 ア タ ナ シ オ ス は ， 正 典 を 「神的」

（テ イア ） あ る い は 「神 の 霊感 を受 け た もの 」（テ オ プ ネ ウ ス タ ） と呼 び
， そ れ

ら は 「は じめ か ら御 言 葉 の 目撃者で あ り， 助 力者 で あ っ た 人 々 」 に よ っ て 「わ

た した ちの 先祖 に 伝承 さ れ て きた 」 と言 い ます 。 そ れ 以外 の 書物 は
，

ど れ ほ ど

有益 であろ うと聖書とは呼べ ない と考えま した 。

　四 世 紀 後半 に キ リ ス ト教 の 正 典 が ， 最終 的 に 定 め ら れ
， 教 会で 読 まれ

， 礼拝

に 用 い られ
， 人 々 の 心 を慰め

， さ らに 諸信条 の 基礎 に な っ て ， 確か に 教 会形 成

の 土 台 とな っ た 聖 書諸文 書 は
， 表 面 的 に 見 る な らば

， 教 会 に よ っ て 定め られ た

もの で す が
， そ こ に は 明確 に 人 間 的 な権威や 解釈 に 対 して

， 神 に よ っ て 定め ら

れ
， 神 に よ っ て 霊 感 を受 けた 書物 の 権 威 を守 る こ とに 全 力 を傾 けた 信 仰者の 営

為が 存在します 。

　 こ れ を恣意的 な教会の 独 善で あ る と信 仰 を持 た な い 人 々 は 言 うで し ょ う。 あ

る い は 当時の ア レ イ オ ス 派 に 属す る 人々 に よ うに
，

一
種の 学問サ ー

ク ル に 属 し

て
， 教 会 の 営 み に ひ た す ら抵 抗 す る 人 々 も同 じよ うに 正 典概念 を否定 的 に 考 え

る で し ょ う。

　 しか し ，
わ た した ちが ，

ア タ ナ シ オス をは じめ とする ニ カ イア 正統神学の 遺

産 を受け継 ぎなが ら ， 聖 書 と信仰告白に 基づ く教会の 形成 を 目指す な ら
， 聖書

正 典 の 成 立 に 神 の 深 い 摂 理 を読 み と ら ざる を得 ませ ん 。
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聖 書 と信仰告 白

5 ． 聖 書 と信仰 告 白に 生 き る

　い つ の 時代 に あ っ て も
，

キ リ ス ト者 は 聖 書 と信 仰 告 白に 生 きる 生 活 を送 りま

す 。 聖 書 は ， 個 々 人 の 信 仰 生 活 に お い て 読 まれ ます が
， 同 時 に 教 会 の 公 の 礼 拝

に お い て 読 ま れ ， そ の 聖 書 の 言葉 に 基 づ い て 説 教 が な さ れ ます 。 第 ニ ス イ ス 信

条 の 有名 な言葉 「御 言葉 の 説教 が す な わ ち神 の 言葉 で あ る 」 に 示 さ れ る よ うに ，

礼拝 に 出席 す る 者 は ， 語 られ た 聖 書の 言 葉 が 「神語 り給 う」 もの で あ る とい う

恵 み の 出来事を経験 します 。
こ の こ とを 「説教 は サ ク ラ メ ン タ ル な もの で あ る」

と表現 す る 場 合 もあ り ます 。 そ れ は ， 聖 礼典 が 目 に 見 える 言葉 で あ る パ ン とぶ

ど う酒 ， あ る い は 水 と い う物素 を通 して 主 の 現 臨 を示す の と同 じ よ うに
， 説 教

が 見 え な い 言葉 を通 し て 復活 の 主の 現臨 を指 し示 す か らで す 。 そ して
， 信仰告

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ’，t

白も同 じ よ うに
，

現 臨 す る 三 位
一

体 の 神 を 讃美 頌 栄 す る 言 葉 で す 。 従 っ て ， 熊

の 　 よ し え h

野 義 孝 は ， 信仰 告 白は 説教 と聖 礼典 は 同 根 の もの で あ る と 言 い ま した
。

　キ リ ス ト者 と して 生 きる わ た し た ち は
， 等 し く こ の 点 を 自覚す る こ とが 大切

で す 。 そ の 上 で
， 聖書 と信仰告 白の 土 台 の 上 に 教 会 が ， 形 成 され る こ と を 絶 え

ず 析 り求 め な け れ ば な りま せ ん 。 「規範 す る 規 範 」 で あ る 聖 書 と 「規範 さ れ る

規範」 で あ る 信 仰 告白の 上 に 教 会 が 建 て ら れ る と は ， 具 体 的 に は 十 字 架 に か か

り ，
よみ が え ら れ た 主 イエ ス ・キ リ ス トに お い て 啓示 され た 神 の み を神 とす る

共 同 体 を こ の 地 上 に 建て る とい う こ とで す 。 人 間 的 な 知恵 や 権威 は
，

一
切 教 会

の 土 台 と は な ら な い と い うこ とで す 。

　そ して
， 教 会が 聖書と信仰告 白を土 台 と して 建 て られ て い くと き ， 何 よ りわ

た した ち の 礼 拝 の 姿 勢 が 変 わ ります 。 聖 書 と信 仰 告 白 の 頌 栄性 に わ た し た ち信

仰 者 の 姿 勢 も正 され て い き ます 。 正 典 を重 ん じ る とい う こ と も ， そ の よ うな 姿

勢 に生 きる こ と と関係 します 。 ア レ イ オ ス 派は
，

タ レ イア （饗宴歌）と呼 ば れ

る 俗 謡 で
， 自分 た ち が 受 け 継 い だ 「信 仰 の 奥義」 に 関 し て ， 「神 に よ っ て 選 ば

れ ， 神 を見分ける こ との で きる 者 らの 信仰に よ れ ば
，

さ らに また 真理 を賦 与 し
，

神 の 聖 な る 霊 に 心 開 く神 の 聖 な る 子 ら に よ れ ば
，

こ れ ら は
， 知恵 に 与 っ た 人 々

か らわ た しが 学 ん だ事柄 で あ る 」 と歌 い ま した 、
こ こ に は

， 知恵 に 参与 し， 神
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に よ っ て 教示 され る信仰 の 秘義を知る 「わ た し」 が 全面 に 出て きます 。 「わ た

し」が 信 仰 の 規 準 で あ り， 「わ た し」が神 に つ い て 知 り語 る の で す 。
こ の よう

な ア レ イ オ ス 神学 そ の も の の 否定 の 上 に ニ カ イ ア 神学 は 形 成 され て い っ た こ と

を忘 れ る こ とは で き ませ ん 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （せ きか わ　や す ひ ろ ）
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