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〔1　 問 題 の 所 在 〕

　ヨ ハ ネ に よ る 福音 書 に お い て は ， そ の 福音 理 解の 特徴は
“

栄光の 神学
”

に あ

り
“

十 字架 の 神 学
”

は 後退 し て い る と言 わ れ ， ま た ， これ と対 照的 に ヨ ハ ネ の

第一
の 手 紙に お い て は

“

十字架の 神 学
”

が 鮮明で ある と言 わ れ て きた 。 こ の 二

つ の 文 書 の 関 係 を どの よ うに 把え る か が ，

一
つ の ヨ ハ ネ 研究の 課 題 とな っ て い

る 。

　あ る 時期 まで は ， 第
一

の 手 紙が 先 に 書 か れ ， 初代教 会
一

般 に 共 有 され て い る

伝統的贖罪信仰がそ こ に は見 られ るが ， そ の 後書 か れ た 第四 福音書 に お い て は

＊

聖 書の 引用は 特に 記載 がな く章句 の み の 時は ヨ ハ ネ福音書 ， 手 とある 場合は ヨ ハ ネ

　 の 第一 の 手 紙を 指 し ， 他は慣 例に 従 う。
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旧 約 ・ユ ダ ヤ 教 を 背景 に 成 立 し た ケ リ グ マ が ヘ レ ニ ズ ム 化 され る と共 に 十 字 架

の 贖罪 的 意 義 が ， む し ろ 復 活 後 の 栄 化 の 中 に 吸 収 され ，
こ の 福音書 独 特 な

“

栄

光 の 神学
”

が 成 立 し た と理 解 さ れ て い た 。 それ は 具体 的 に は ， 第
一

の 手紙 に お

い て は パ ウ ロ の 手紙 な ど と 同 じ よ うに イ エ ス の 十 字 架 （手 4． 10 ；2．2 ；3．16）

と終末に お け る 栄化 （手 2．28 ；3．2−3 ；4．7） と の 両 者が 均衝を保 っ て お り，

終 末論 の 「す で に 」 （現在性） と 「い ま だ 」 （未来性 ） と の 時間 的前後 の 緊張 関

係が保 た れ て い る の に 対 して ， 福音 書 で は 未来 に お け る 栄 化が 圧 倒 的 に 現在化

さ れ （3．18 ；11．23−26 ；4．23 ；5．25 ；16．32
， 等）十 字架 に 上 げ られ る （3．　13 ；

6．62 ；20 ． 17ab ） こ と も同化 され て 栄 光 の 時 に 含 ま れ て い る （12．23 ；13．31 ；

17．1−5） こ とを 内容 と し た
1）

。

　 し か し，
20 世 紀後半の 現時点 で は ， 新約研究の

一
般的理 解 と し て ， 単

一
の ケ

リ グ マ か ら多様 な ケ リ グ マ タ が 発展 分岐 し て い っ た と の 前提が 壊れ ， む しろ ，

幾 つ か の ケ リ グ マ が 先 に あ り， そ れ が ，
い わ ゆ る ケ リ グ マ に 陶汰吸 収 され て い

っ た と見 る 方が 歴 史 的 に は 正 し い と考 え られ ， ま た ，
ヨ ハ ネ 研 究 に 関 して も ク

ム ラ ン 文 書 ， ナ グ ・ハ マ デ ィ 文 書 の 発見 解読 に 伴 っ て
， 従来 ， 考 え られ て い た

定 説 が 種 々 な面 で 修正 変 更 され て き て お り， 成立 の 順 序 も逆 と判 断 され て い

る 。

　 つ ま り， 70年 に エ ル サ レ ム 神 殿 が n ・一一・7 軍 に よ り崩壊 せ し め られ ， そ の 後 ， 黙

示 文学 的熱 狂 的 メ シ ヤ 運 動 と手 を切 っ た ラ ビ的 ユ ダ ヤ 教 が ヤ ム ニ ヤ 会議 を 中心

に 再 建 され て ゆ く経 過 の 中 で ， シ ェ モ ネ ー ・ エ ス レ ー
の 第 12項 の 改 訂 増補 に よ

り異 端 追放 が 決定 され た 際 ， イ エ ス を キ リ ス トと告 白す る キ リス ト教 も正 式 に

会 堂 追 放 と の 処 分 を 受 け （9．22 ；12．42 ， 16．1）， さ らに コ ・ダ ヤ 人 に よ る 迫害 と殉

教 とを 回 避 で きない よ うな 状 況 が 起 っ た （16．2）。 第 四 福音書 は こ う した 状況 を

「編 集 の 場 」 と し て 先 ず成 立 し ユ ダヤ 人 た ち （会堂 ）に 対 して 福音の 独 自性 を 明

示 し ， こ の ユ ダ ヤ 教か らの 分離分裂（7．11・−13，40−−43 ；9．16 ；10．19−21 ；11．47−

53）とい う動 揺 の 中 で 篩わ れ た ユ ダヤ 人 キ リス ト者 た ち （ヨ ハ ネ 教 団 。 6．60 ， 66）

を 確立 再起 さ せ る 目的 を も っ て 書か れ た と考 え られ る よ うに な っ た 。 従 っ て ，

こ の 福音書 の 最初 の 読者 は ， か つ て 考 え られ た よ うな異邦 人 で は な く， 異邦 人

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 イ エ ス の 十字架　一 53 −

（12．20） や サ マ リ ヤ 人 の 改 宗 老 （4．42）ガ リ ラ ヤ 人 の 改宗 者 （4．50， 53）を 視 野

に 入れ 含ん で は い る が 主 力 は ユ ダ ヤ 人 で あ る と言わ れ る
2 ）

。

　そ こ で 従 来 ヘ レ ニ ズ ム 化 と見 られ て きた 傾 向は ，
ヨ ハ ネ の 教 会 を 構成 し て い

る ：一ダ ヤ 人 キ リス ト老や 論争 の 相手 に し て い る ユ ダ ヤ 人 に は 既 に 親近 感 の あ る

もの で あ っ た と想 定 され ， ク ム ラ ソ 教 団等 パ レ ス チ ナ の 分 派 的 ユ ダ ヤ 教 に も同

じ傾 向が 見 られ る こ とを裏 付 け と し て ，
ヨ ハ ネ 教 団 の 背景 に は ， こ う した パ レ ス

チ ナ の 分派 的 ユ ダ ヤ 教， あ る い は そ の 周 辺に あ る と想定 され る シ リア の 洗 礼 者

教 団 な どが 想定 され て い る 。
つ ま り， 最初か ら第四 福音 書 は 独 自の イ エ ス 伝 承

を も っ て お り， それ が ユ ダ ヤ 教 の 枠 を破 っ て イ エ ス を 神 と 等 しい 者 ，
「神」 と

す ら告 白す る よ うな対 決 を迫 られ （1．18 ；5．18 ； 10．33 ；20 ．28）， 従 来 の ユ ダ ヤ

教 的 な メ シ ヤ 理 解 ・救済理 解 に 基 づ い た 表現 （1．36，
41

，
49

，51， 等）を 超え て 新

しい 叙 述 （8．12 ；11．25 ；14．　6ee）を 与 え た 。 そ こ で 活 用 され た の が ， 旧 約 ユ ダ

ヤ 教か らの 伝統的な材料 と並 ん で ，
い わ ゆ る ヘ レ ニ ズ ム 的 ・前 グ ノ

ー シ ス 的な

言 語 ・概 念 ・思 惟 構造 と呼 ば れ る もの で あ っ た と考 え られ る
3）

。

　 もち ろ ん ， そ の よ うな 言語活動が 行わ れ る の が 自然で あ り当然で あ る よ うな

環 境 に ヨ ハ ネ教 団 の 立 地 条件 が 想 定 され る こ と に な り， か つ て の エ ペ ソ説 に 代

っ て パ レ ス チ ナ や シ リヤ が 候補地 と し て 挙 げ られ ， 最 初 に パ レ ス チ ナ で 成 立 し

後 に エ ペ ソ に 移 っ た と い っ た 折衷 もな され て い る 。 こ の 点 に 関 し て は ， 既 に シ

リア の 原始 マ ン ダ 教 を背 景 に 考え る 理 解が あ っ た し ，
こ れ を 継 承 す る 学 者 た ち

（プ ル ト マ ソ 学派） と ，
ク ム ラ ソ 文書を 産み 出した よ うなパ レ ス チ ナ の 周辺 的

分派的 ユ ダ ヤ 教 （エ
ッ セ ネ 派 系） を背景 と考 え る 学 者 た ち （ブ ル ト …

’
ン 学 派 以

外 の ドイ ツ 語圏 と ， 英語圏 の 多 く） と に ， 概ね 大別 され よ う。

　 さ て
， 最 近 の ヨ ハ ネ 研 究 は ， そ こ で 成 立 し た 第四 福音書が 初代教会史上 で

一

つ の 効果 影 響 を もつ よ うに な っ た と考 えて い る 。 す なわ ち ， イ エ ス ・キ リス ト

の 福音が ユ ダヤ 教 との 袂別 ・ キ リス ト教 の 自己確 認 の 徹底 とい うこ とで 積極 的

効 果 影 響 を 齎 し た こ と も事実 で あ る が ， こ こ で 問 題 に な る の は ， こ の 福 音 書 が

ヘ レ ニ ズ ム 的 ・ 前 グ ノ ー シ ス 的 言語 ・概 念 ・思 惟構造を 援 用 し た こ と に 伴 い ，

い わ ゆ る グ ノ ー シ ス 的 に も読 め る 福音書 とな っ た とい う効果影 響 で あ る 。 事
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実，
二 世紀 以降の キ リス ト教 的 ・ グ ノ ー シ ス の 間で 第 四 福音書 が愛 用 され た と

言 わ れ る よ うな現 象が あ る 。

　 こ うした 効果 に つ い て も， 学者た ち の 意見 は 微 妙 に 分 れ る 。 福音書記者 の 意

図に 反 し て 起 こ っ た の か ， あ る い は 福 音 書記 者 の 意 図 を 越 え て 起 っ た の か ， あ

る い は 福音 書記老 の 意 図 に 沿 っ て 起 こ っ た の か ， とい う点 で も分れ る の で ある 。

つ ま り， イ エ ス ・キ リス トの 福 音 を 鮮 明 化す る た め に 援用 され た 言語 ・概念 ・

思惟構造 自体が 強烈 な個 性 を も っ て お り福 音書記 者 の 意図 に 反 し て 逸 脱 した 理

解 を生ん だ の か ， 福音書記者 は ナ イ ー ヴ に そ うし た 効果 を予測せ ず結 果的 に 逸

脱 し た の か ， 逆 に ， 福音鮮 明化 と い う意 図は 福音書記 者 に と っ て 至 上 命 令で あ

っ た と し て も， 彼 に と っ て も結果 的 に は グ ノ
ー

シ ス 的 に 読 まれ る こ とが 正 し か

っ た の か ， とい う間 が 出 て くる の で あ る 。 極言すれ ぽ ， 福 音 書記 者 も彼 の 属す

る ヨ ハ ネ教 団もグ ノ ー シ ス 的 傾 向 を強 く内包 し ， そ れ に 肯定 的積極 的な体質 を

も っ て い た の か とい うこ とに な ろ う。

　そ こ で ， 次 に 第
一

の 手紙の 位置づ けが 問 題 に な っ て くる 。 も し第四 福 音書が

先 に 書か れ 第
一

の 手紙が 後に 成 立 し た とい う順 序が 正 しい とす る と ， 明 らか に

こ の 手 紙 は ， い わゆ る ドケ テ ィ ズ ム 的異端 に 対抗 して お り， 正統的 な福 音理 解

を 擁 護 弁証 し よ うと して い る と見 られ る だ け に ，
二 つ の 文 書 の 位置づ けが ， 新

しい 課 題 に な る の で ある 。

　第
一

に は ， 福 音 書が 福音書記者 の 意 図 に 反 して ， グ ノ
ー シ ス 的 に 読 まれ る と

い う効 ：果が 顕わ れ た とす る な らぽ ， 第一
の 手紙の 論 敵は 第四 福音書 の 誤 ま っ た

読者で あ り ，
ヨ ハ ネ 教 団 の 中か ら福音書記者 の 立 場 に 立 っ て 批 判 し て い る の が

手紙 の 著者 だ と い う理 解が 可 能に な る 。

　第二 に は ， 福 音 書記者 は 全 く彼 の 福音書 が グ ノ ー シ ス 的 に 読 まれ る可能性 な

ど考慮 して い な か っ た に も拘 らず ， こ の 福 音 書が グ ノ ー シ ス 的 に も読 め る し 正

統的に も読 め る とい う性質の もの で あ っ た とす る な らぽ ，
ヨ ハ ネ教 団の 中で 第

四 福 音書 の 読 み 方を め ぐっ て 二 つ の 立 場が分か れ て い っ た こ とに なる 。 従 っ て

第
一

の 手 紙 の 著 者 の 立 場 も論 敵 の 立場 も，
ヨ ハ ネ 教 団 の 孕 ん で い た 可 能性で あ

っ た と見る こ と に なる 。
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　第三 に は ， 福音書記 者 に グ ノ
ー シ ス 的理 解の 傾 向に 肯定 的 姿勢 を 認 め る とす

れ ば ， 第一
の 手 紙 の 論 敵 の 立 場 こ そ 第 四 福 音 書 の 当 然 の 帰 結 とな り， 第一

の 手

紙 の 著 者 は ヨ ハ ネ教 団 主 流 の 福 音理 解 に 立 っ て 書 い て い る とい うの で は な く，

著者自身 は ヨ ハ ネ教 団 の 指 導者 で あ りな が ら ， む しろ ， 初 代 教 会 の 中 の ， 例 え

ぽ パ ウ ロ 書 簡 や 第 ニ パ ウ ロ 書 簡 の 担 い 手 と な っ て い っ た よ うな 他 の 教 会 の 刺 戟

を 受 け て ， 正 統 的福音 理 解 に 立 ち ，
ヨ ハ ネ 教 団 と ， 後 に 古 カ ト リ ッ ク 教 会 を 成

立 させ て ゆ くよ うな初 代教 会の 中 の 系譜 との 間 を調停 し ， む し ろ 前 者 を 後者 に

合 流 させ る とい う立 場 か ら書 い て い る こ とに な る 。

　 こ うし た 問題や ， それ へ の 対処 に は ， 複合的 諸要素が 多 く， 容易に 解決が つ

か ず ， 現 在 ， ど の 説 が 定説 と し て 承 認 され て い る と も言 え な い 。

　 以 下 ， 第 一
の 手 紙 か ら想 定 され る 論 敵 の 福 音 理 解 の 特徴 を 略 述 し ， そ の よ う

な 理 解が 福音書 か ら 出て 来た 由来を 問 い
， そ れ が 福音書記老 の 意 図 に 即 して い

る か ど うか を吟 味 し ， 特に 十宇架の 理解 に 関 し て 考 察 す る こ とが 本 稿の 目的 で

あ る 。 大 き な課 題 で あ り紙面 に 制 約 が あ る が 大 要 を 述 べ る こ と とす る 。 独 自な
テ
　

ピ

主 張 を 掲 げ る に 至 っ て い な い が ， 現 時点 で は 第一
の 見解を 支持す る 論 拠 が 素 描

で ぎれ ぽ幸 い で あ る 。

　（新 約 学 の 論 文 が 兎 角重 箱 の 隅 を 突 くよ うな もの に な る との 批 判が あ る の で
，

本稿 は 新約神学 の 上 で 重要 な課 題 とな る
一

つ の 点 に つ き概 要を 論ず る こ とを 試

み た 。 紙面 の 制 約 の た め ， 注 は な る べ く簡略 に す る 。 ）

　 本 　 論

〔2　 第
一

の 手 紙 に 見 られ る論 敵 の 特 徴 〕

　 ヨ ハ ネ 教 団 に お い て 起 っ た 論 争 は ， 教 団 の 分裂 ， あ る い は ， あ る 人 々 が ヨ ハ

ネ教 団か ら脱落 し て ゆ くとい う事件を 惹 ぎ起 し た （手 2．19）。
こ の 論争 の 内容

が どの よ うな もの で あ っ た か は ， 対 立 した 双方 の 主 張が 明確 に な らね ば 充 分に

理 解 で きな い の で あ る が ， 残 念 な が ら現在 に お い て は 第
一

の 手紙 の み が 我 々 の

手 中 に あ り， こ の 手 紙 の 著者 の 批判 非 難 を 通 し て の み 論 敵 の 主 張 を推 定す る 以

外 に ない 。 著者 の 主 張 は 明 らか に 論敵を 批 判す る ば か りで な く論 敵の 立 場を否
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定す る点 に ある の で
， 著者 の 論敵把握が 正 鵠を 射た もの で あ るか 否か は 判 らな

い し， ま た ， 否 定的 に 見 る 事 に 終始 し ， 論敵 の 側に 積極 的 な もの が あ っ た と し

て も， そ れ が 汲 み 取 られ て い な い 場 合が 当然予 想 され る 。 しか し ， そ うし た 限

界 を認 め た 上 で
， 第

一
の 手 紙 に 表わ れ た 論 敵 の 特徴か らある 程度 ， そ の 実体を

推 定す る こ と は で きる 。

　 （1） 論 敵に 対す る 第
一

の 手 紙 の 批 判 で ，

一
貫 し て い る

一
つ は ， 論敵 の 福 音理

解 の 誤 りが 彼 らの 生 活 ・倫 理 の 破 綻 に よ っ て 露 呈 し て い る とい う指 摘 で あ る 。

　 「神 と交わ りを し て い る と言い なが ら， も し ， や み の 中を歩 い て い る な ら，

私 た ち は 偽 っ て い る の で あ っ て ， 真 理 を行 っ て い る の で は ない 」 （手 1．6） とい

う問題が 提 起 され ， 「『彼 を知 っ て い る 』 と言 い なが ら， そ の 戒め を守 らない 者

は ， 偽 り者で あ っ て
， 真理 は そ の 人 の うち に ない 」 （手 2．4），

「『彼に あ る 』 と

言 う者 は ， 彼が 歩か れ た よ うに ， そ の 人 自身 も歩 くべ ぎで あ る」（手 2．6），
「『光

の 中 に い る 』 と言 い な が ら， そ の 兄弟を 憎む 者は ， 今 な お ， や み の 中 に い る の

で あ る」 （手2．11），
「『神 を愛 し て い る 』 と言 い なが ら兄 弟 を憎む 者は ， 偽 り者

で あ る 」 （手 4．20） と言 っ た 批 判 が 重 ね られ て い る が ， 多 くの 註解者が 同意 し

て い る よ うに 引用 符 が つ け られ て い る 主 張 は ， 論 敵 の 言 辞 をそ の ま ま 用 い て い

る もの と考え られ る し ， 最初 の
， 神 と交わ りを して い る ， と言 うの も特 に 引用

符 を つ け て 訳 出 し て い な い が ， それ は 主 語 が 一
人 称複 数 に な っ て い る た め で あ

っ て ， 論敵の 口 調 を真似 て い る と見て よ い 。

　 戒 め を守 らない とい うの は ， 文脈 か ら古 くて 新 し い 戒 め （手 2．7− 8） と呼 ぼ

れ て い る もの で あ り，
「そ の 戒 め とい うの は ， 神 の 子 イ エ ス ・キ リス トの 御 名

を 信 じ ， わ た した ち に 命 じ られ た よ うに ， 互 に 愛 し 合 うべ き こ とで あ る 」 （手

3．23）， あ る い は 「神 を 愛す る 者 は ， 兄弟 を も 愛す べ きで あ る 。 こ の 戒 め を ，

わ た した ち は 神か ら授 っ て い る 」 （手 4。21） と記 され て い る 如 く， 福音書 に お

い て ヨ ハ ネ の 教 会再建 の 二 本 の 柱 とされ た もの に 基 づ い て い る （8，31 ； 13．34−

35） と考 え られ る
4）

。 戒め が イ エ ス を 信 じ神を 愛す る と い う信仰の 側 面 と ， 互

に 愛 し合 い 兄 弟 を愛す る とい う倫理 の 側面 とを もつ こ とは 明 らか で あ る が ， 先

に 述 べ た 批 判 の 中 で 「彼 を 知 っ て い る 」 「彼 に お る 」 「光 の 中 に い る 」 「神を 愛
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して い る 」 とい っ た論 敵の 主 張 は イ エ ス ま た 神 と の 関 係が 積 極 的 に 肯定強 調 さ

れ て い る の で あ っ て
，

い わ ば 彼 らの 信仰が 主 張 さ れ て い る の で ある が
，

「兄弟

を 憎 む 」 （手 2．9， 11） とい う具 体的 な 生 活 は 倫理 面 が 破綻 して い る との 指 摘に

他 な らない 。

　 こ こ で 「兄 弟 た ち 」 と 呼 ばれ て い る の は ， 第
一

の 手 紙 の 用 例 に 従 え ば ， キ リ

ス ト者 の 群 （教 会） とそ の 成 員 を 指す と見る こ とが で きる 。 従 っ て 「兄 弟 を 憎

む 」 は 倫理 の 次 元 とい うよ り も， 教 会 の 中に 分裂 を 惹 き起 こ し ， あ る い は 教会

か ら出 て い っ た こ とを指 し て い る と も見 られ る 。 しか し ，
こ の 手紙 の 中に は

， そ

れ だ け で は な く 「世 の 富 を 持 っ て い なが ら ， 兄弟 が 困 っ て い る の を 見 て ， あわ

れ み の 心 を 閉 じ る者 に は ， ど う して 神 の 愛 が ， 彼 の うち に あろ うか 」 （手3．17）

とい っ た ， も う少 し
一

般的 な 生 活倫理 に 関わ る面 も含 まれ て い る 。 こ の 場合 に

は 「兄弟」 は 「隣人 」 と置 き換 えて もよ い よ うな 拡が りを もつ よ うに も思 われ

る 。 「愛す る 者 た ち よ， わ た した ち は 互 に 愛 し合 お うで は な い か 」 （手4．7） と

い っ た 呼 びか け や ， 「現 に 見 て い る 兄弟 を 愛 さ な い 者 は ， 目 に 見 え な い 神 を 愛

す る こ とは で きない 」 （手 4．20b ） と言 う場 合に も， もち ろ ん 第
一

義的 に は キ

リ ス トを 信 じ る 同信の 者た ち を 意味 し て い る が ，

一
般 的 に 「隣 人」 と置 き換 え

る こ と を拒否 して い る とは 考 えに くい 。 む し ろ ヨ ハ ネ 教 団 の 置か れ て い る
：

苛酷

な 状況 の 中 で は 「兄弟 た ち よ ， 世 が あ な た を 憎ん で も， 驚 くに は 及 ぼ な い 」

（手 3．13） とい っ た 言 及か らも， キ リス トを信 じ る 者 の 方が 少数老で あ っ て ，

しか も今や 教会 の 中 に 起 っ た 分裂 騒 ぎが 事態を 緊 迫 させ ， 教 会 外の 人 々 を 視 野

に 入 れ る 展望を もち得ず ， キ リス トを信 じ る と言い な が ら 「兄 弟 を 憎 む 」 者

と ， キ リス トを 信 じる が 故 に 「兄弟 を 愛す る 」 者 とが 激 し く両 極 に 分れ て 論 争

し て い る と見る 方 が 事態に 即 し て い る の で は な い だ ろ うか 。 し か し ，
「兄弟を

愛す る 」 とい うこ とが 「教 会 に ふ み 留 る 」 とい う面 だ けで は な く， 生 活倫理 の

面 で 具 体的 に 問 わ れ て い る とい う事 実 は 注 目 し て よい 。

　（2） 論敵に 対す る 第
一

の 手 紙 の ， も う
一

つ の 面 は 神学 的 ・教 理 的 と も言 うべ

き福音 理 解 の 相 異点 に 関わ る 。 そ れ は 信仰 の 多岐 な面 に 及 ぶ が
， 深 刻 な もの で

あ る 。 以下 ， そ れ を整理 し た 形で 列 挙 し て み よ う。
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　 a ． 罪 の 否定 。 「もし ， 罪が ない と言 うな ら， そ れ は 自分 を 欺 く こ と で あ っ

て ， 真理 は わ た し た ち の うち に な い 」 （手 L8 ） とか ， 「も し ， 罪 を 犯 した こ と

が ない と言 うな ら， そ れ は神 を偽 り者 とす る の で あ っ て ， 神 の 言は わ た した ち

の うち に ない 」 （手1 ． 10）とい う問題の 指摘が あ り， 「もし ， わ た した ちが 自分

の 罪 を告 白す る な ら ば ， 神 は 真 実 で 正 し い か た で あ る か ら， そ の 罪 を ゆ る し ，

す べ て の 不 義 か らわ た し た ち を き よ め て 下 さ る 」 （手 1．9） とい う事 が 対比 的 に

主 張 され て い る と こ ろ か ら， 第
一

の 手紙が 批 判 し て い る論敵は 「罪が ない 」 と

主 張 して い た こ とが 推察 され る 。

　 b ．贖罪 の 否 定 。 人 間 に 罪 が ない とい う事が 基 本 的 な主 張 で あれ ば ， 当然 ，

贖 罪 も不 用 で あ る 。
上 に 掲 げた 罪 の 有無 に 関する 言 及 を 挾 む よ うに し て 「御子

イ エ ス の 血 が ， す べ て の 罪か らわ た し た ち を きよ め る の で あ る 」 （手1． 7b ），

「わ た し た ち の 子 た ち よ 。 こ れ らの こ と を書 きお くる の は ， あ な た が罪 を犯 さ

ない よ うに な る た め で あ る 。 もし， 罪を 犯す者が あれ ぽ ， 父 の み もとに は ， わ

た し た ち の た め に 助け主 ， す なわ ち 義 な る イ エ ス ・ キ リス トが お ら れ る 。 彼

は ， わ た した ち の 罪の た め の
， あが な い の 供 え 物 で あ る （κα〜α δτδ9 εえα σμ6

ξστCv περ〜 τ仞 伽 αρτ‘励 わPtdiv）， た だ ， わ た した ち の 罪 の た め ば か りで は な

く， 全 世界 の 罪 の た め で あ る （ob π ερ1 τ劭 ヵμετξρω δδμ6〃o り 畝 蔵 κα≧περt

δ20v τob κ6σμoo ．）」 （手 2．1 − 2 ） と十 字架 の 贖 罪が 強調 され て い る の は ， 論

敵 に と っ て は ， 十字架や 贖罪が 彼 らの 福音 理 解 の 中心 に な か っ た こ とを 推 測 せ

しめ る 。

　 贖 罪論 の 重要性 は ， さ らに 四 章 に 至 る と ，
「神 は そ の ひ と り子を 世 に つ か わ

し ， 彼 に よ っ て わ た した ち を 生 きる よ うに して 下 さ っ た 。 そ れ に よ っ て ， わ た

した ち に 対す る 神の 愛が 明 らか に され た の で あ る 」 （手4．9） とい う御 子 の 派遣

が ， 「わ た した ち が 神 を愛 し た の で は な く， 神がわ た した ち を 愛 し て 下 さ っ て ，

わ た した ち の 罪 の た め に あが ない の 供 え物 と して （izα σLeOv　z ερ≧τ伽 δμα ρτ‘伽

加 のv ）， 御子 を お つ か わ し に な っ た 。 こ こ に 愛 が あ る 」 （手 4．10）と贖罪 の た め

の 派遣 と し て 確認 され て い る 点に も明 らか で あ る 。 な お ，
こ こ で の 書 きぶ りか

ら， 第 一

の 手紙 の 著者 は 神 の 主 導性 に よ る 救 い とい う点 を強 調 し ，

一
方的 な 神

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

イ エ ス の 十 字架 　
一 59 一

の 恩 寵 と し て の 贖罪を 語 ろ うと し て い る と思 わ れ る 。 論 敵 は ， そ の 点 で ， 救 済

に 関 し て 人 間 の 側 も何 らか の 地 歩 を も っ て い る よ うな理 解を示 し て い た こ とが

推測 され る 。

　ま た 「主 は ， わ た した ち の た め に い の ち を 捨 て て 下 さ っ た 。 そ れ に よ っ て ，

わ た した ち は 愛 とい うこ とを 知 っ た 」 （手3．16）とい う句 も， 第
一

の 手紙に お い

て は ， ま ぎれ もな く贖罪論的な 内容 を 含ん で 語 られ て い る と見 て よ い 。

　 c ． 受 肉の 否定 。 贖 罪論 を否 定す る とい う立 場 は ， イ エ ス を 理 解 す る に 当 っ

て ， 十 全 な 意 味 で の 受 肉論 の 否 定 に つ な が る 。 「す な わ ち ， イ エ ス ・キ リ ス ト

が 肉体を 取 っ て こ られ た こ とを 告 白す る 霊 は ， す べ て 神 か ら 出て い る もの で あ

り， イ ＝ ス を 告 白 し な い 霊 は ， す べ て 神か ら 出て い る 者 で は な い 。 これ は ， 反

キ リス トの 霊で ある 」 （手 4． 2b −3　b）。 こ の 句 の 置か れ て い る 文脈 は 「真理 の

霊 と迷 い の 霊 との 区 別 を 知 る 」 （手 4．6b ） 基 準 に 関す る 議論 で あ る が ，
「イ エ

ス を 告白し な い 」 は ， 当然 「イ エ ス ・キ リス トが 肉体を 取 っ て こ られ た こ とを

告 白 しな い 」 の 意 で あ っ て ， こ れ が 反 キ リ ス トの 霊 に よ る 「に せ 預 言 者た ち 」

（手 4 ．1 ） の 主 張 で あ り， 論敵の 特徴 で あ る こ とは 明 らか で ある 。

　 d ． キ リス ト論 の 否定 。 イ エ ス が 真に 肉体 を と っ て こ られ た か 否 か とい う議

論 は ， 既 に キ リ ス ト論 の 重 要 な 内容 と関わ っ て い る の で あ る が ， 論敵 は 明 らか

に 「偽 り者 と は ， だ れ で あ る か 。 イ エ ス の キ リス トで あ る こ と を否 定す る者 で

は な い か 。 父 と御子 とを否定す る 老 は ， 反 キ リス トで あ る 。 御 子 を 否 定す る 者

は 父 を 持 た ず ， 御 子 を告 白す る 者 は ， ま た 父 を も持 つ の で あ る 」 （手 2
，
22−23）

と論 難 され て い る 。

　神学的 に 言 え ば ， キ リス 5論 とは イ エ ス ・ キ リ ス トの 人性 と神 性 とに 関わ る

議論 で あ る の で あ る が ， 新約 文 献 に お い て は ， 未 だ ニ ケ ヤ ・カ ル ケ ド ソ に お け

る キ リス ト論 論 争 の 如 き ontological な議論 は 表面化 して い な い 。

　 し か し ， 留意す べ きは ，
こ こ に 既 に 「父 と御 子 とを 否 定 す る 」 とか ， 「御 子

を 否 定す る 者 は 父 を 持 た ず ， 御 子 を 告 白す る 老 は ， ま た 父 を も持 つ 」 とい っ た

表 現 が 表 わ れ て い る 点 で あ る 。 神 と イ エ ス との 関 係 を 父
一
子 関係 で 把 握 表現 す

る とい う事 は ， 通 常 の ユ ダヤ 教 に お け る 父 な る 神 と， そ の 神 の 子 ら と し て の 民
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とい う理 解 とは 一
線 を 画 す性 質を も っ て い る の で あ る 。 む し ろ ， 父 なる 神 と ，

その 御子 なる イ エ ス との 等 質性 ・ 同質性 を志向し て い る と言わ な けれ ぽ な らな

い 。 こ れ は ， 歴 史 的に は ，
「ア バ 」 とい う呼 び か け を もっ て 神を 呼 ぶ こ とが 史

的 イ エ ス に 遡 る とい うこ とに 由来 し ， イ エ ス の 特 殊 な 「父
一
子」 意 識 filial

consciousness 　of 　Jesusとい っ た こ と と関連 して
， 初 代教 会の 中で 育 っ て きた

一
つ の 伝統と も言え る 理 解 で あ る 。 それ が ニ ケ ヤ ・ カ ル ケ ドソ に 至 る と ，

イ エ

ス は 「神に し て 人 ， 人 に して 神」 と言 う両 性論 と し て 確立す る こ とに な っ た
。

そ の 堅 固 な萌芽 が こ こ に も見 られ る と言 っ て よい で あろ う。

　キ リス ト論を広義に 取れ ぽ論敵の イ エ ス 理 解 も， 必 ず し もイ エ ス を キ リス ト

（救 世 主）と し て い ない わ けで は ない の で あ るか ら， 多様な キ リス ト論の
一

つ と

見 る こ と もで きる 。 そ の 方が ， 多様 な ケ リ グ マ タ が あ っ て 単
一

の ケ リ グ マ に 収

斂 し て い っ た とす る歴 史 的見地か らは妥 当な言い 方か もしれ な い 。 しか し， 第

一
の 手 紙 の 著者 の 立 場か らすれ ば ， 正 し い キ リス ト理 解 に 立 た ぬ こ と は ， キ リ ス

ト論 を 否定す る こ とに な る の で あ っ て ， こ の 判定 に も聴 くべ きもの が ある
5）

。

　 　 　 サ ク ラ メ ン ト

　 e ． 礼典 の 否定 。 受肉 ・ 贖罪 の 否 定は 洗礼や 聖 餐の 理 解に も影響す る 。 特 に

後 者 は 十字架の 死 の 記念 と して 行 な わ れ るべ き性質か ら言 っ て も， 受肉 ・ 贖罪

の 否定か らは 成 立 し得 な い こ とに なる 。
「こ の イ エ ス ・キ リス トは ， 水 と血 とを

とお っ て こ られ た か た で ある 。 水 に よ る だ け で は な く， 水 と血 とに よ っ て こ ら

れ た の で あ る 。 そ の あ か し をす る もの は 御 霊 で あ る 。 御霊 は 真理 だ か ら で あ

る 。 あか しをす る もの が
，

三 つ あ る 。 御霊 と水 と血 と で あ る 。 そ し て ， こ の 三

つ の もの は
一 致す る」 （手 5 ， 6 − 8） とい う言葉 は ，

サ ク ラ メ ソ トを指 し て い

る とい う点で は 注解老 た ち は
一 致 し て い る 。 水 が 洗 礼を ， 血 が 聖 餐を 暗 示 し て

い る 。 論敵は 水 は 認め て い た が血 を認め て い なか っ た よ うで ある 。 第
一

の 手紙

の 筆 者 は 水 も血 も， 御 霊 に よ っ て 生 きた 真 理 と し て 働 くこ とを 語 っ て い るが ，

三 者の
一 致 を 特に 強 調 して い る 。 恐 ら く水 の ・

ミプ テ ス マ とは 霊 の バ プテ ス マ と

の 関連 で 許容 し て い た の に 対 し ， 十 字架の 血 に よ る 贖罪は 否 定 し て お り聖 餐 は

認、め て い なか っ た の で は な い か と推測 され る 。

　 従 っ て 御 霊 の 働きと して も， 聖餐に 働い て イ エ ス の 十字架 の 意義を 明 らか に
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し ，
こ れ を 経 験せ し め る とい う役割 は 認 め な か っ た とい うこ とで あ ろ う。

　 こ れ に 対 し て 第
一

の 手 紙 は 「こ の 油 が ， す べ て の こ と を あ な た が た に 教 え

る 」 （手 2 ．27b ） と言 っ て い る よ うに
6）

， 御 霊 と水 と の
一

致だ け で は な く ， 御

霊 と血 と の
一
致 ， 従 っ て 水 と血 と の

一
致 を も主 張 し て い る と考 え られ る 。

　f． 終 末 論 の 後 退 。 論 敵が 特 に 終末 論 を 否 定 す る 言 辞 を 弄 し た か 否 か は 明 ら

か で は な い
。

た だ ， 第
一

の 手紙 は ， 未 来 的終 末論 を 強調 し て い る よ うに 思 わ れ

る 。

　 「そ こ で
， 子 た ち よ 。 キ リス トの うち に と ど ま っ て い な さ い 。 そ れ は ， 彼 が

現れ る 時 に ， 確 信を もち ， そ の 来臨 に 際 し て ， み まえ に 恥 じい る こ とが ない た

め で あ る 」 （手 2 ．28），
「愛 す る 者 た ち よ ， わ た した ち は 今 や 神 の 子 で あ る 。 し

か し ， わ た し た ち が ど うな る の か ， ま だ 明 らか で は な い 。 彼 が 現 わ れ る 時 ， わ

た し た ち は ， 自分 た ち が 彼 に 似 る もの とな る こ とを 知 っ て い る 。 そ の ま こ と の

御 姿 を 見 るか らで あ る」 （手 3．2）， 「わ た し た ち も こ の 匹に あ っ て 彼の よ うに

生 きて い る の で ， さ ぼ きの 日に 確 信 を 持 っ て 立 つ こ とが で きる 」 （手 4．17a ）と

い っ た 言葉は ， 明確 に 将来に お け る 終末 と ， 主 の 再臨に つ い て 語 っ て い る 。 こ

れ らは ， 論敵 の 立 場 に 対抗 して 語 られ て い る 可能性 が あ り， そ れ は 論 敵 の 性 格

を追 っ て ゆ くと明 らか で ある よ うに 思 わ れ る 。

　（3＞ 迷 い の 霊 。 第
　

の 手 紙 に お け る論 敵 の 性 格 は ， 光 の 中を 歩 い て い る と言

い なが ら闇 の 中を 歩い て い る に も拘 らず ， 本人 は そ れ に 気 が つ い て い な い と い

う面 を も っ て い る 。 そ れ は 「反 キ リス ト」 （手 2．18a ， 18b ， 22， 4．3）で あ り，

「惑 わ す 者 た ち 」 （手 2．26 ） で あ り ， 「悪 魔 か ら出 た 者 」 （手 3．8） 「悪魔 の 子 」

（手 3．10） で あ る 。 ま た 「に せ 預 言 者 」 （手 4．1） で あ り，
「反 キ リス トの 霊 」

（手 4．3） r迷 い の 霊 」 （手 4．6） に 動 か され て い る の で あ る 。 従 っ て ， 強 力 な

「霊 」 力が ，
こ こ に 関わ っ て い る と理 解 され て い た こ とが 推 測 され る 。 上 に 述

べ た ， 戒 め を 破 り倫理 的 な 破綻 に 陥 る の も ， 神 学 的教 理 的 に 誤 っ た 理 解 に 導か

れ る の も， こ の 霊 の 力 に よ る もの と考 え られ て い る の で あ る 。

　 ま と め 　論 敵 の 推 定 像

　 こ の よ うに 見 て くる と ， 第
一・

の 手紙 の 論敵の 姿が ， か な り明 白に な っ て く，
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る 。
つ ま り， 前 グ ノ

ー シ ス 的 色彩 を も っ た 霊 肉二 元論 を特徴 とす る 霊 的熱 狂 主

義者で あ っ た 可能性 が強 い の で ある 。 後 の グ ノ ー シ ス の 救 済者 神話 に 見 られ る

よ うな ， 天 （神 的 領 域）か ら神 的救 済者 が 地 上 に 降 りて きて ， 霊 が 肉 の 牢 獄 に 囚

え られ て い る 人 間 を霊 の 肉体か らの 解放 と い う仕 方 で 救 い ， 天 へ と帰還す る 。

解放 され た 霊 は ， 神 と特殊 な霊 的神秘的合
一

を 体験す る こ とに よ っ て 救 い を 経

験 す る 。 こ の 場 合 ， 霊 が 真 で あ り本 質的 な存在 で あ り， 肉は 仮 で あ り偽 りで あ

っ て 本質的 な もの で は な い か ら， 救済の 対象に な る の は 霊 （魂） の み で あ っ て

肉体 は 対象 に な らな い 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ドケ テ イズ ム

　 こ こ に
，
イ エ ス に 関 し て 言 えぼ ，キ リス ト仮 現論 が 成 立 す る 。 即 ち ， 神的 な霊

（救 済者 ）が イ エ ス に 宿 る が ， 人 間 イ エ ス は そ の 器 に 過 ぎず， 十 全 な意味 で の

受肉は 否 定 され る 。 また ， 人 間 の 霊 （魂） を 救 っ た 神 の 霊 は 天 上 に 帰還 す る 。

十 字架 に つ け られ た イ エ ス は ， 単 に 脱 ぎ捨 て られ た 衣 ， 地 上 を歩ん だ 神 の ， 仮

の 器 で あ っ て 本 質で は な い 。 従 っ て ， イ エ ス の 十字 架 は 救 済 に と っ て 何 の 位 置

も占 め る こ と が な い 。 イ エ ス ・キ リス トが 肉体 を と っ て こ られ た こ とが否定 さ

れ る と ， 贖 罪論 も否定 され る Q ま た ， イ エ ス が 十 全 な 意味で 受肉老で あ る こ と

は ， そ の 人 性 に お い て 承 認 され る わ けだ が ， 同時に 父 と子 とい う等質性 ・ 同質

性 を 確言 す る こ とな しに は ， 成 立 せ ず ， ま た 贖 罪 とい う計 画 も位 置 づ け られ な

い こ と に な る 。

　 ま た ， 人 間 に 関 し て 言 え ぱ
， 霊肉二 元論 に よれ ば 霊 が 本質 で あ り， 肉は 仮 で

あ り偽 りで あ る か ら， 肉 の 欲 望 等 の 罪 は 本 質的 な 問題 とは な り得 ない
。 罪 は な

い との ， 論 敵の 主 張は そ こ に 淵源 を もつ
。 逆 に

， 霊 （魂）が 救わ れ て も， 肉体

の こ の 地 上 で の 生活 は 脱 ぎ捨 て られ 否定 され ， 過 ぎ去 る べ き仮 で あ り偽 りの 世

で あ る か ら ， こ れ に 責任 を もつ こ と は 考 え られ ない 。 従 っ て ， 地 上 の 肉体 の 存

在 形 式 （倫 理 ） に つ い て は 放縦 で あ る こ とが 起 る 。 逆 に 極端 な 禁欲 主 義 を 媒介

に し て 霊 的 熱狂 に 入 る こ とが あ る の で ， 両 極 端 の 徴候 を示 す こ とに な る 。

　論 敵 の 立 場か らは ， 救 済 の 中心 が 特殊 な 霊 的 経験 に よ る神人 合
一

， こ の 場合

で あれ ば キ リ ス トと の 合
一

とい うこ とが 予想 され ，
「彼 に お る とい う者」 とか

（手 2．6），
「光 の 中に い る とい う者」 （手 2．9） は ， そ うした 特殊 な 体験 を指
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示 し て い る と考 え られ て い る 。

　 ま た ， 救済は 個 々 の 霊 魂の 肉体の 牢 獄 か らの 解 放 に 他 な らず ， 従 っ て ， 個 々

の 救 済が 本 質 で あ り， 共 同 体 の 救 済 が 目的 と な っ た り， 救 済 の 結果 ， 共 同体 が

成 立 す る こ とは 考 え られ て い ない 。 そ こで は 終末 論 （神 の 支 配 の 成 就） は 成 立

し な い 。 天 的 救 済老 に よ っ て 個 々 の 霊 が 解放 され た
一

瞬
一

瞬が 永遠 の 時 で あ っ

て ， 無時間的 な性格が 必至 に なる 。 人類全体の 回 復 とい っ た こ と， 霊だ けで は

な く身 体 の 回 復 とい っ た こ と ，
つ ま り共 同 体 の 成 立 ， 神 の 支 配 の 実 現 とい う こ

とが プ ロ グ ラ ム と し て 考 え よ うが ない の で ある 。 終末論 ， 特 に 未来的なそれ が

消去 さ れ る の は 当然 な の で あ る 。

〔3　論 敵の 特 徴 と第四 福音 書 との 関 係〕

　 さて ， 第
一

の 手紙 か ら推測 され る論 敵 の 特徴 が 摘 出 さ れ た が ， それ が 序論 で

触れ た 如 く第四 福音 書 に 基い て 出 て きた もの か 否 か とい う点が 問 わ れ る 。 以

下 ， そ の 点 に つ き， 上 に 取 り扱 っ た 順序 で ， 簡潔 に 論 じて み よ う。

　（1） 倫理 的無責任 に つ い て 。 第四 福音 書が キ リス ト者 の 倫理 的責 任に つ い て

無責任 で あ っ て よ い と語 っ て い る よ うな箇所 は ， もちろ ん ， ど こ に もない 。 そ

れ は 考 え得 ざる こ と で あ る と も言 え よ う。
こ こ で 問題 な の は ， む し ろ 以下 の 二

つ の 点 で ある 。

　 そ の
一

つ は ， 第
一

の 手 紙 で 確 認 さ れ る よ うな 形 で ， 古 くて 新 し い 戒 め と呼 ば

れ て い る もの は ， 当然 ， 第四 福音 書 の 中 で 与 え られ て い る も の で ， 直 接 に は

13．34 に 記 され て い る 。 そ こ で 「互 に 愛 し合 う」 とい うこ とが 言わ れ ， 第 四 福

音 書 で し ば し ぼ 言 及 され る 重 要 な戒 め な の で ある が ， そ の 用 例を 検討 して み る

と ，

一
度 も具 体的生 活的 な， い わ ゆ る 倫理 的 な愛 の わ ざに 結 び つ け られ て は い

な い ， とい う事 実 に 遭 遇す る 。
パ ウ ロ 書 簡 の 如 く， 親 切 に す る と か

， 施 物 を す

る とか ， 弱 っ た 人を 慰 さめ る とか い っ た もの と置き換 え られ る よ うな場面 が な

い の で あ る 。 す なわ ち ，
「愛」 とか 「愛す る 」 とい う語 は

， 神 とイ エ ス
， イ エ

ス と弟子た ち ， あ る い は 弟 子 た ち 相互 で 用 い られ る場 合 に も， また ， 「世 」や

一
般 に 人 々 を対象に 用 い られ る 場 合 に も， そ こ に 真 の 交わ りが 成 立 し て い る か

否 か とい う点に 関わ っ て 語 られ て お り， 日常的 実践的 な倫理 が 問われ て い る と
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い うよ り， 内 面 化精 神化 され て い る よ うに 考 え られ る 。

　従 っ て ， 「愛」 「愛 し合 う」 とい っ た事柄が 神 秘 的霊 的 な 「交 わ り」 と し て 受

け 留 め られ ， それ が 霊的 熱 狂 を 媒介 と した キ リス トと の 合一 体験 ， あ る い は ，

そ れ を 核 と した 信 徒 の 密 儀 的法 悦 の 共 有体 験 と し て 受 け 取 られ る可 能 性 が 生

じ ， そ れ が 地 上 に お け る 肉体の 生 活 の 日常性 に 関 し て は 無責任 な 生 き方 を齎 し

た 可能性 は 考 え 得る の で あ る
7）

。

　こ の 場 合 も，
ヨ ハ ネ教 団 自体が 密 儀宗 教 的 な霊 的 熱狂 主 義的預 言 者 集団 で あ

っ た と考 え る か ，
ヨ ハ ネ 教 団 自体 は そ うで なか っ た と考 え る か に よ っ て

， 福 音

書 と第
一

の 手紙 に お け る 論敵 の 関係 を ど う見 るか が 変 っ て くる 。 筆者 は 後者 の

見 解に 立 つ 方が よ い と考 え て い る 。

　つ ま り， 筆者 の 見解 に よれ ぽ ，
ユ ダ ヤ 教 の 会堂 と ヨ ハ ネ教 団 の 決 裂 と い う非

常 事態 の 中 で 「愛 」 「愛す る 」 とい う言葉が 信 仰 に お け る 神，
キ リ ス ト ・イ エ

ス ， ある い は 信 徒の 相互 の 交わ りを 示す 点 に 濃縮 され て 用 い られ て い は す る も

の の ， それ は ， 倫理 的 な働 きと切 れ た と こ ろ で 語 られ て い る の で は な く， 日常

的 生 活的 次 元 に 還 元 すれ ば ， そ の ま ま連 続 的 に 倫 理 的 行 為 に つ な が っ て い る も

の と見 て い る 。

　（2） 神 学 的 ・教 理 的 な 異 な る 見 解 に 関連 し て 。

　ご く
一

般的 に 言 っ て ， 第四 福音書 の 福 音理 解か ら第
一

の 手 紙に お け る 論 敵が

出 て くる こ とは ， 予 想 もつ か な い こ とだ っ た の か ， そ れ と も ， い わ ば ， 論 敵 の

よ うな 福音理 解が 出て くる こ と は 目然 の 成 り行 きだ っ た の だ ろ うか ， と問 うな

らば ， そ の 答 は 必 ず し も容易 で は な い 。 そ の 点 を具 体 的 に 見 て ゆ こ う。

　a ． 罪の 否定 。 第 四 福 音書 が 人 間 の 罪を 否 定 し て い る 箇 所 は な い 。 そ の 意味

で 論 敵 は 第四 福 音 書に 直 接 ， 彼等 の 論 拠 を 得 る こ とは で きな い で あ ろ う。 しか

し ， 第四 福 音書 に お け る 「罪」 あ る い は 「罪 を 犯す 」 とい う語 の 用 例 は ， 伝 統

的 な （律法 を基準 とした ） 宗 教 的倫 理 的罪の 理解 を 止 揚 し て ， イ エ ス を信 じ な

い こ と と結 び つ け て い る よ うに 思わ れ る
8）

。

　第四 福音書記老 と して は ， 今 ， こ こ で
，

イ エ ス を神 と等 しい 者 （キ リス ト）

と告 白す るか 否か とい う
一

点 に 間を絞 っ て い るの で ， 人 間の 罪が 最 も尖 鋭化 し
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て 現 わ れ る の が イ エ ス を キ リ ス ト と し て 拒 否す る とい う内容 と し て 把 え ら れ て

い る の で あ る 。 しか し ， 罪 一 般 が 救 済者 の 拒 否 とい う
一 点 に 集 約 され る 傾 向が

強 い た め
，

こ の 救済者 を グ ノ
ー シ ス 的な神的存在 と把 え る と ， 拒否 す る か 否 か

とい う具 体面 だ け残 り， 罪 とい う語 の も っ て い る歴 史 的 な重み は 消 し 飛ん で し

ま う。 論 敵 の 思 惟 構造 が ， ま さ に ， そ うい う結 果を 齎 した の で は なか っ た か 。

　b． 贖罪 の 否 定 。 第 四 福 音 書 に お い て は 贖罪論 が 後 退 し て い る と ， しば しば

語 られ るが ， それ は ，
マ ル コ の よ うな贖罪論 を正 面か ら骨格 と し た よ うな 福音

書 と比 較 し て ， 多 少 の 程 度 を 言 うの で あ っ て ， それ 以上 の 事 を 主 張 す る こ と

は
，

ル カ
，

マ タ イ に つ い て と同 じ よ うに 第四 福音書に つ い て も甚だ 困難 と思 わ

れ る 。 四 福音 書 は ，
い ず れ もイ エ ス の 肉 の 生 活 を 描 き， そ の 頂 点 と し て 彼 の 十

字 架 の 死 を 描 く とい う構 造 を も っ て い る 。 そ の 事 自体 が 基 本的 に は 人 間 イ エ ス

の 生涯 が キ リ ス ト教 の 福 音 の 土 台 に あ る こ と を 主 張 し ， そ の 十 字架の 死 は す ぐ

れ て 人 間 の 罪 の 贖 い と して 理 解 され る こ とを 当然 と し て い る と言 っ て よ い 。 十

字 架 を 罪 の 赦 し の た め の 贖 い と見 る モ テ ィ
ー フ は 共 観福 音書 に お い て は ニ

ュ ア

ン ス の 違 い こ そ あれ 基 本 的 な 主 張 に 属 し て お り （
’
マ ル コ 10．45

，
マ タ イ 26．28 ，

ル カ 24．47），
ヨ ハ ネ に お い て も例 外 で は ない （1．29 ，

36 ；11．50， 52， 6．51c −

58参照 ）。

　 し か し ， そ れ で は 第
一

の 手 紙 の 論敵 の 理 解 は 第四 福 音 書 に 根拠 を もた ない か

と言 う と ， そ うで もない 。 上 に 挙 げ た 箇所 を 除 く と ， 確 か に 第 四 福音書 で は 直

接 に イ エ ス の 死 や十 字架 を罪の 贖 い と言表 し て い る と こ ろ が 少 い の で あ る 。 先

述 し た 如 く， 十 字架 に 挙 げ られ る こ とは 復活 ・昇天 と同時 化 され て 栄 光 の 時 に

属 し て い る 。 聖 餐制 定 の 言 辞 が な い し ，
ゲ ッ セ マ ネ の 園 の 祈 りの 場 面 が な く

（12．27が 第四 福音書 に お け る ゲ ッ セ マ ネ の 祈 りと言 わ れ て い る ）， 十 字 架 の 場

面 に お い て も 「苦難 の し もべ 」 の モ テ ィ
ー フ は 後退 して い る 。

　 「罪」 に 関 し て の 意 識 の 転 化 と い う こ と と相 俟 っ て ， 罪 の 「贖 い 」 とい う意

識 も舞 台 の 中 心 か ら ズ レ て い る とい う こ とが 言 え な くは な い
。 こ の あ た りに ，

論敵 の 「読み 方」 が 根拠 を も っ た こ と は 推 測 で きる 。

　 c ． 受 肉 の 否 定 。 こ の 点 に 関 し て も， 1．14の 「そ し て 言 は 肉 体 と な り， わ た
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した ち の うち に 宿 っ た 。 わ た した ち は そ の 栄 光 を見 た 。 それ は 父 の ひ と り子 と

し て の 栄 光 で あ っ て ， め ぐみ と ま こ と とに 満 ち て い た 」を ， 原 語に 忠 実に κα≧δ

λ6γog σδρξSγEvετo を 受 肉 と読み κα≧εσκ加ω σεり 劼 ウμa〃 を ， 受肉体 イ エ ス と

い う存 在 と し て 私 た ち の 間 に 宿 っ た と読め ぽ問 題 な い の で あ る が ， 第
一

文 と第

二 文 とを恰 も同格 の よ うに
， 同 じ事柄 の 反覆表現 と し て 読 み ， しか も 6σ κ加 ω σ εり

に 力点 を置 くと ， 地 上 を 歩 く神が 仮 に 登場 した とい うこ と に な る の で ある 。

　 ま た ， こ こ と対 応 して 19．30 の 「す る と， イ エ ス は そ の ぶ ど う酒 を受 け て ，

『す べ て が 終 っ た 』 と言わ れ ， 首 をた れて 息を ひ き と られ た 」 の 最後 の セ ソ テ

ン ス が 原語 で は π α ρξδω κεp τδ 卿 ε0μα と な っ て い る の を ，
ヨ ハ ネ福音書 特有 の

用法 を考慮 して 二 重の 意味に 取 る と ， 「霊 をひ き渡 し た 」と も訳 せ る こ とか ら，

イ エ ス の 死 の 直 前に （神 の ） 霊 が 神 に 渡 され た ，
つ ま り， 神 的 救 済者 が 神 的 領

域 に 上 昇帰 還 した と読 め ば ， 十字架上 に か け られ た の は ， 可 視的 器 と し て の 肉

の 衣 で あ っ て ， 神 的救 済 者 自身 は 死 を 経験 し て い な い とい う読 み 方 が 可 能 に な

る 。

　仮現論 者 に と っ て は ，
マ ル コ に つ い て と同様 ， イ エ ス の 受洗時に 御霊 が下 っ

た とい う証言 も （1．32， 33）彼 ら の 典拠 に 数 え た か も し れ な い 。

　d ． キ リス ト論 の 否 定 。 こ の 点 に 関 し て は 論敵 の 読み 方 に 資す る典 拠 を挙げ

る こ と は 甚 だ 困 難 で あ る 。 特殊 な 父一
子 関 係 の 意識 は ヨ ハ ネ に 最 も強 く（1 ． 18 ；

5，　17−−43 ；6．32−46 ；10．25−38 ；11．41 ；12．27 ；14．2−16，
28−31 ；15．1−16，

23−

27 ；16。3 ， 15，
27

，32 ；17．1− 5， 21， 24， 25），
マ タ イ 11．27 （ル カ 10 ． 22）も ヨ ハ ネ 的

言辞 と呼 ばれ て い る ほ どで あ る 。 従 っ て ， 論敵が 父 な る 神 と子 な る イ エ ス との

キ リ ス ト論的 関 係を 否定 した の は ， 上 述の 受肉の 理 解が 仮現論的で ある とこ ろ

か ら ， い わ ぽ イ エ ス が 肉体 を 取 っ て 来 られ た こ とを 否定 し， そ の 延 長 線上 で 人

間 イ エ ス と父 な る神 との 父 ・子 関係 を告白し ない とい うこ とが 起 っ た の で あ ろ

うと推 定 さ れ る 。

　 　 　 サ ク ラ メ ソ ト

　e ．　礼 典 の 否定 。 罪一贖罪一イ エ ス が 肉体 を取 っ て こ られ た こ と … … の 否定

は 聖 餐の 否定に 連 な る こ とは ，
よ く判 る 。 そ の 意味で は 上述 し た 可 能性 の 集 約

と し て 典礼の 否定 が 論敵 の 読 み 方 に 根 拠 を 与 え る こ とに な る の で ある が ， 更 に
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積極 的 に 幾 つ か の 点 を 挙 げ る こ とが で き よ う。

　第
一

に は ， イ ニ ス の 洗 礼 の 記事 ， ま た 聖 餐制定の 言葉が 語 られ る 記 事が 第四

福 音 書 に は ない こ とが 挙 げ られ よ う。 近 代 の 学者 が 第 四 福 音 書 は サ ク ラ メ ン ト

・ 贖罪 に 対 して 否 定 的 ある い は 消極的 で あ る とい う説を打 ち 出 した の と似 て
，

こ うした 事実 は ， 第
一

の 手 紙の 論敵の 読み 方 に も根拠 を 与え た か も しれ な い 。

　 ま た ， 4．2 の 「（しか し ， イ エ ス み ずか らが ，
バ プ テ ス マ をお 授 け に な っ た の

で は な く， そ の 弟 子 た ち で あ っ た ）」 と い っ た 章 句 が 彼 ら を 勇気 づ けた か もし

れ ない し，
「よ く よ くあな た に 言 っ て お く。 だれ で も， 水 と霊 とか ら生れ な けれ

ば ， 神 の 国 に は い る こ とは で きな い 。 肉か ら生 ま れ る 者 は 肉で あ り， 霊か ら生

れ る者 は霊 で ある」 （3．5−6） とい っ た 言辞が ， 聖 餐を否定 し た 半面 ， 霊 肉二 元

論 に 即 し て 洗 礼 を解 釈 し て 残 し た 根拠 に な る の か も し れ な い
。 第一

の 手紙 で

「水 に よる だ け で な く」 とい う言 及 の 仕方が そ の 辺 りの 消息に 触れ て い る 可 能

性 が あ る （手 5．6）。

　 また
，

パ ソ が 最初 に は 「永遠 の 生命」と結 び つ け られ て い る こ とも （6．27−51

b ）， 贖 罪論 の し る し とし て の 聖餐 の 否 定 に 利 用 さ れ た の か も しれ な い 。 「人 を

生 か す もの は 霊 で あ っ て ， 肉は なん の 役 に も立 た な い 。 わ た しが あな た が た に

話 した 言葉 は 霊 で あ り， ま た命 で あ る」 （6，
62）とい っ た 言辞 も霊肉二 元論的に

六 章 の
一

連 の 物 語が 読 ま れ る鍵 を 与 え た と も言 え よ う。

　f．　 終末 論 の 否定 。 こ の 点 に つ い て は 序論 に お い て 既 に 述べ た 如 く， 第四 福

音書 に お い て は 終末論 の 現在化が 強烈 に 語 られ て い る こ と は 事 実で あ り， 筆者

の 言葉遣 い で 言 うな らば 時間的 前後 関係か ら生ず る 緊 張 （終末論） が上下関 係

か ら生ず る 神 の 領域 と 「こ の 世 」 と の 空 間的緊張関係 に 置換 さ れ ， 両 者 の 唯
一

の 接点 で あ る イ エ ス を神 と信 じ る か 否か とい うキ リス ト論 に 収斂 し て い る の で

あ る 。 キ リ ス ト論 も ，
こ の 福音 書 に 独 自な 「ど こ か ら」 「ど こ へ 」行 くの か と

い う空 間的 な問い か け に よ っ て 性格 づ け られ て い る の で あ る 。

　永遠 の 生 命は ， 歴 史の 終末時 に お け る賜物 で あ っ て ， 地 上 の キ リス ト者 は 聖

霊 に よ っ て そ の 約束 を 与 え られ 手付 け を味わ う （foretaste） こ とが で きる が ，

そ れ は 未 来 の 時 に 実現す る とい う，
パ ウ ロ 的 な 終 末 論 の 「す で に 」 と 「い ま
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だ 」 の 基本構 造 は 崩れ ， 第 四 福 音 書で は 現 在 の 所 与 とな っ て い る （11．25−26，

3．18 参照 ）。 そ の 意味で は 確か に 第
一

の 手紙 の 論敵に 根拠 を 与 え て い る よ うに

思わ れ る 。

9）

　 （3） 霊 的 熱 狂 主 義 。 第
一

の 手 紙 で 「迷 い の 霊 」 に 取 り憑 か れ て い る と論 敵 を

批 判 し て る の は ， 恐 ら く彼 らの 霊 的 熱狂主 義的 言 動に 対 し て で あ ろ う。 前 章の

む す び で 想定 され た グ ノ
ー シ ス 的霊 的二 元論 は ， 宗教 的 に は 霊 的熱狂 主i義と結

び つ きや す い 性 質 を も っ て い る こ と は 宗 教 史 的 に 言 っ て も 明 らか で あ る 。

　 パ ウ ロ が コ リ ソ ト教 会 で 悩 ま され た の も， 異 言 を 語 っ た り， 「死 人 の 復 活 な

どは な い 」 と語 っ た りす る （1．コ リ 15．12） 「大 使徒 」 （2．コ リ11．5） と名 乗 る

「に せ 使 徒 」 （2．コ リ 11．13） た ち で あ っ た 。 最 近 の 研 究 は ， こ の コ リ ン トで の

パ ウ ロ の 論敵 も グ ノ ー シ ス 的 霊 的二 元 論 を帯 び た 霊 的 熱狂 主義 の ユ ダ ヤ 人 キ リ

ス ト者 と考 え られ て い る 。

　 も ち ろ ん ， 50年 代 の パ ウ ロ の 論 敵 と ，

一
世 紀 末 の ヨ ハ ネ の 教 会 に お け る 第

一

の 手 紙の 論 敵 とは 歴 史 的に 直 接 つ なが る わ け で は ない が ， 初代 教 会 に お け る キ

リ ス ト教 的預 言 者活動 とい っ た もの が 初 代教 会 史 の 中で は ， む し ろ 表面 か ら消

え 去 っ て い る の は ， 神 の 霊 の 賜 物 に よ り預 言や 異 言 を 語 り ， ま た 異 言 を 解 くと

い う活 動 と関連 し ， 霊 的 熱 狂 主 義 の 担 い 手た ち が 異 な る 福 音 理 解 の 担 い 手 と し

て 多 く批判 され て い っ た こ と と 関係 し て い る と見 られ て い る
1°）

。

　 問題 は ，
こ の よ うな霊 的 熱 狂 が 第 四 福音書 の 中 に 根拠 を も っ て い る だ ろ うか

とい う点で ある 。
一

つ 考え られ る の は ， 最近 の 第 四 福音書研 究 が 明 らか に し て

い る 如 く， 第 四 福 音 書 に お い て は イ エ ス が 何 もの で あ る か を知 り， こ れ を 告 白

す る の は ， 最終的 に は 聖 霊 の 力に よ っ て の み 可 能 と され て い る と い う 点 で あ

る 。 イ エ ス の 活 動 は ， 神 か ら托 され た 霊 に よ っ た の で あ り（L32 ）， 今や ， それ

が教 会 に 托 せ られ て い る （20．22）。 イ エ ス 自身 「わ た し は ， 自分 か ら は 何事 も

す る こ とが で きな い 。 た だ 聞 くま ま に さ ば くの で あ る 」 （5．30） と 言 わ れ て い

る 。 そ れ は 父 な る 神 に 聞 くこ と に よ っ て お り ， そ れ は 御 霊 の 働 きに よ っ て で あ

る （3．34）。 同様に 弟子た ち が イ エ ス を何 もの で あ るか を知 る の は 御霊 に よ る

（14．16 ，
17， 26 ；15．26 ；16．7 ，

13 。 7．39a も参 照 ）。
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　先 に 終 末 論 （時 間 的 緊 張 関係 ） が キ リ ス ト論 （空 間 的 緊 張 関 係 ） に 収 斂 し ，

イ エ ス とは 何者 で あ る か とい う問 も　「ど こ か ら」 きて ， 「どこ へ 」 行 くの か と

い う空 間 的 問 に な っ て い る こ とを 指 摘 し た の で あ る が ， ま さ に ， そ こ に 御 霊 が

関 わ っ て い る の で あ る 。 「私 は 道 で あ る 」 （14．6） とい っ た キ リ ス ト論 の 新 しい

表 象 と も関係 す る の だ が ， イ エ ス は 自分 自身 が ど こ か ら来 て ど こ へ 行 くの か を

知 っ て い る （7．29， 33 ；8， 14， 21f．；14．2）。 しか し ， 弟 子達 は 始 め は イ エ ス が

ど こ か ら来 て ど こ へ 行 くの か 知 ら な か っ た （14．5）。 後 に 知 る よ うに な る （14．4

；16．5， 30 ；17．8）。 彼 らが 知 る よ うに な る の は 御 霊 を 与 え られ た 後 で あ る （7．

37−39 ；14．16−20， 26− 29 ；15．26 ； 16．13 − 15）。 弟 子達は 自分 た ち もど こ か ら来

て ど こ へ 行 くの か を 知 る よ うに な る　（14．1−6 ；16．18 ；17．14）。 こ れ に 反 して

ユ ダ ヤ 人 達 は イ エ ス が ど こ か ら来た か を 知 っ て い る と言 うが （6．42 ；7．27 − 29
，

52）， 本 当 に は 知 ら な い （7．35 ；8．22 ；9．29）。 そ し て 自分 が ど こ へ 行 くの か も

知 らない （12．35）
11）

○

　 こ こ で 弟 子 達 と ユ ダ ヤ 人 達 とを 決 定 的 に 分 け た の は 御 霊 を 知 っ て い る か 否 か

の
一 点 で あ る （14．17）。 「御 霊」 は 救済 に あず か る か 否 か の 決定 的 な 鍵 を 握 っ た

も の と し て 描か れ て い る
11 ）

。 従 っ て ， 第一
の 手紙 の 論 敵 に と っ て は ， 彼 ら こ そ が

そ の 御霊 の 賜物を もっ て い る こ とを 主 張 した で あ ろ うし ， そ の 内容 を 霊 的 熱狂

に よ る 特 殊 な キ リ ス ト と の 神 秘 的 結 合 霊 的 結 合 に あ っ た と考 え られ る 。 倫 理 と

の 関 係 で 論 敵 の 主 張 と し て 引用 され た 「彼を 知 っ て い る ζγりω κα α δτδ図 （手 2．

4），
「彼に お る SP α δτφ μξりεω 」 （手 2．6）， 「光 の 中 に い る 加 τφ甲ω τ〜ε跏 α ‘」

（手 2．9）とか ， 「神 と交 りを し て い る κo ω ω ξα り 戦 o με〃 μετ
’

α δτoδ」 （手 1．6）

とい っ た 表現は ， こ うし た 経験を 指 して い る と も言 え よ う。

　 第 四 福 音 書 に お い て ば 教 会 と教 会外 の ユ ダ ヤ 人 達 （会堂 ） との 間 を 分 け た の

が 御 霊 で あ っ た の だが ， 第
一

の 手 紙 で は ， 教会 内 の 分裂で 真理 の 霊 と迷い の 霊

との どち ら に 属す る か が 争 わ れ て い る の で あ る （手 4．1− 6）。

　 ま と め 。 以 上 の よ うに 見 て くる と ， 論 敵の 特 徴 とい うもの は ， 父一
子 関係 を

否 定す る と い う点で は 直接 に は 論 拠 を見 出す こ とが で きない に せ よ
， そ の 他 で

は ， あ る 程 度 ， 第 四 福 音書 の 読 み 方 の 中に 材料 を もつ もの で あ っ た こ とが 推 察
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され る 。 し か し ， 多 くの 点 に つ い て 言 え る こ と は ， 論 敵 の 第四 福音 書 の 読み 方

は ， それ ほ ど素直に
， 彼 らの 読 み 方が 当然 な読 み 方で あ り， そ れ 以外の 読 み 方

（具 体 的 に は ， 第
一

の 著 者の 立場 ）の 方が は っ き り誤 っ て い る と言 え る よ うな

もの で は ない と い うこ とで あ る 。

　そ こ で 次 章 で は ， 第四 福音書 の 福音 書記 者 の 意図 と ， 第
一

の 手 紙 の 論敵の 理

解 との 関係を ， も う少 し追 求 し て み よ う。

〔4　第四 福音書に お け る イ エ ス の 十 字架〕

　さて ，
こ れ ま で の 考察に よ り判 明 し て きた こ とは ， 第

一
の 手紙の 論敵は 倫理

的 な破綻 とか ， 神学 的教 理 的理 解 に お け る 相異 とい っ た 種 々 の 特徴 を 示 して い

る の で あ る が ， それ は 相 互 に 関連を も っ て い る とい うこ とで ある 。 神学的な 面

で イ エ ス が 肉体 を と っ て こ られ た こ と （受 肉） の 否 定が キ リス ト論 に お い て も

仮現論を結果 し， 罪 ・ 贖 罪 ・ 礼典 の 否 定 に も直 接 つ な が り， 終 末論 の 後 退 ， 霊

的熱狂 ， 肉体の 地 上 で の 生 活で の 無責任 とい う風に 関連 して い る の で あ る 。 従

っ て ， 論敵 と第四 福音書 との 関係を 問 うとい うこ とは ， 具体的 に は 第四 福音書

自体が ，
こ れ ら一 連 の 事象の 基幹 で あ る イ エ ス の 十 字架 を ど う位 置 づ け て い る

の か とい う問 に 集約 され る と も言 え る 。

　 つ ま り， 第
一

の 手 紙の 論敵の 読み 方 が 第 四 福 音書 記者 の 意 図 に 反 し て い た の

か ， 越え て い た の か ， 即 し て い た の か とい う問 は ， ま さ し く， 第 四 福音 書記 者

の 十 字架 理 解 の 如 何に 関わ っ て い る の で あ る 。

　 しか し
， 第 四福音書に お け る イ エ ス の 十 字架 とい う主 題 を 採 り上 げれ ば

，
正

面か ら別 の 扱い 方 をす る こ とが常道 とな る が ， 本稿 に お い て は ， 既 に 進 め て き

た第 一
の 手紙 の 論敵 と の 関連 で ， 彼 らの 第四 福音 書 の 読 み 方 に 資 して きた と見

られ る点 に つ い て の み 検討す る こ と と した い 。

　（1） 論 敵の 倫理 的 生活的破 綻 とい う面で は ， 第 四 福 音書に お い て こ れ を肯定

・助 長す る とい う論拠 を提供 して い ない こ とは ， 既 に 触れ ， それ に も拘 らず，

　「愛 ・ 愛 す る 」 とい う概 念 の 尖 鋭化が ， 論敵の 読み 方 を 許す可能性 に つ い て 論

じた の で ， そ れ 以上 は 論 じない 。 こ の 点に 関 し て は ， 論敵 の 読 み 方 は 福音書記

老 の 意 図 に 反 して お り， あ る い は 越 えた もの で あ っ た ろ う。
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　（2） 神 学 的教 理 的 な面 に 関 し て 見 て ゆ こ う。

　 a ． 罪 の 否定 。 福 音 書記 者 が 人 間の 罪を否 定 し て い た と は 考 え られ ない 。 イ

エ ス を拒否す る こ とに 集中 して 「罪 ， 罪 を犯す 」とい う語を 用 い て い る こ と は 事

実 だ が ， そ れ は 霊 を真 と し 肉を 仮偽 と し て 肉 の 責任 を 問わ な い とい うこ と で は

な く， 人間 の 罪 が 基 本的 に は 神 に 対す る 拒否 で あ る と い う本性 が 神か ら遣 わ さ

れ 神 と等 し い と され る イ エ ス の 拒否 に 最 も尖 鋭化 され て 露 呈 し て い る と福音書

記老 は 考え て い る 。 換言すれ ば ，

ユ ダ ヤ 教 的 な 罪 理 解 （9．　2−3）を そ こ ま で 深 化

させ て い るわ け で ， そ れ も グ ノ ー シ ス 的 に とい うの で は な く旧 約の 伝 統的理 解

の 線に 沿 っ て 考 え る べ きで ある 。 イ エ ス の 弟子た ち に 対す る最後の 付託は 「あ

な た が た が 赦 す 罪 は ， だ れ の 罪 で も赦 され ， あ な た が た が 赦 さず に お く罪 は ，

そ の ま ま残 る で あ ろ う」 （20．23） で あ っ た 。 罪 の 赦 し は 福 音 書記 者 に と っ て ，

こ の 福音 書 の 使信そ の もの で あ っ て ， 永遠 の 生命 を 与 え られ る こ と と 同義 なの

で ある （20 ．31）。 逆に 言 えば ，
ヨ ハ ネ 的使信 「… … ま た ， そ う信 じ て ， イ エ ス

の 名 に よ っ て 命 を 得 る た め で あ る 」 （20．31） とい う使 信 を ， グ ノ ー シ ス 的 に 読

ま せ な い た め に 「罪 の 赦 し 」 とい う言 葉 で 限 定 ， 性 格 づ けを し て い る と も言 え

る 。

　b． 贖 罪の 否定。 既 に 触れ た 如く， 第四 福音書 の イ エ ス は 「匹の 罪を取 り除

く神の 小羊」 （129 。 36 も参 照） と して 登 場 し
，

上 述 した 如 く ， 弟子た ち に イ

エ ス を神 の 子 と信 じた 者 に は 「罪 の 赦 し」を 与 え る権威を 托 し て い る （20．23）

と こ ろ か ら も明 白な よ うに ， こ の 福音 書 に お い て も イ エ ス の 十字 架 が 贖 罪 で あ

っ た こ とは 前提 で あ り， 確言 され て い る
12）

。

　3．14の 「そ し て ， ち ょ うど モ
ー

セ が 荒 野 で へ び を 上 げ た よ うに ， 人 の 子 もま

た 上 げ られ な けれ ば な らな い 」 とい う言 及 も， 旧約の 故事 （民 数21．4−9） との

類 比で ， 当然十 字架が 罪 の 贖 い とな る こ とを 指 し て い る と理 解 さる べ きで あ

る 。

　 また 他 の 福音書 とは 異 っ て ，
ユ ダ ヤ 人側 の イ エ ス の 裁判 は 形 式 的 に は 受 難物

語 の 中 に もある が （18．19 −24）， カ ヤ バ の 法廷 の 場 面 は な く， 11．47− 53 に 前 も

っ て イ エ ス 不 在 の ま ま判決が 下 され た と い う形 で 先取 りされ て い る 。 そ し て ，
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こ の 場面 は 2 章 以降の ， い わ ゆ る ， イ エ ス の 公 の 活 動 の 締 め く く りと し て 置か

れ て お り，
こ の あ と受 膏 の 物 語が あ っ て エ ル サ レ ム 入 城 と展 開 し て ゆ くの で あ

る 。
こ の カ ヤ バ の 判 決 の 言葉 が 注 目を 惹 く。 「あ な た が た は ， 何 もわ か っ て い

な い し ， ひ と りの 人 が人 民 に 代 っ て 死 ん で ， 全 国民が 滅び ない よ うに な る の が

わ た し た ち に と っ て 得だ とい うこ とを 考 え て もい な い 」 （11。 49−50）。 福音 書記

者 は 更 に 筆を 続 け て 「… … イ エ ス が 国民 の た め に ， ま た 国民 の た め だ け で は な

く， ま た 散在 し て い る神 の 子 らを
一

つ に 集め る た め に ， 死 ぬ こ とに な っ て い る

と ， 言 っ た の で あ る （11．51−52）と， ト書 きをつ け て カ ヤ バ の 発言を反覆確認 し

て い る 。 こ こ に もイ エ ス の 死 が 代償死 で あ る こ とが 明言 され て い る
13）

。

　 こ の 福音書で は 「世の 罪を取 り除く小羊」 との ヨ ハ ネ の 証言 に よ り紹介 され

て イ エ ス が 登 場 し ，
2 章 以降 で イ エ ス の 活動 が 記載 され る が

， 多 くの 学 者 が 同

意 す る如 く他 の 福音書 と異 っ て ， イ エ ス の 死 （殺害） の モ テ ィ
ー フ が最初か ら

顕 在 し ， し ば し ぼ 言及 され て お り （2．22 ；5．18 ；7．1， 25 ；8．59）， ま た 逮捕 の

意 図 も く り返 され て い る （7， 32 ；8．20， 44 ；8，20 。 7．1 も こ の 線 で 読 め な くは な

い ）。 従 っ て
， 構造上 か ら言 っ て も， 1 −11章の イ エ ス の 描 き方 の 基 本的 な 理 解

と し て ， イ エ ス の 行 動が 死 ・ 十 字架 に 至 る もの で あ る こ と ， そ して そ の 死 が

「世 の 罪 を 取 り除 く神 の 小羊 」 と し て の 「代 償 死」 で あ り，
カ ヤ バ が預 言 と し

て 語 っ た と の 皮 肉な 逆 説 的 な 読み 方 を 福 音書 記 者が しつ らえ て い る と 判 断 す

る 。

　 問 題は ， そ の あとに 12章 の エ ル サ レ ム 入 城を 転換点 と し て ， 12−20章 の 受 難 ・

復活物語 へ と展開 し て ゆ くが ， 福音書 記者 は
“

罪 の 贖い
”

とい うモ テ ィ
ー フ で

十 字 架 を描 い て い る の か とい う点 に 関わ っ て くる Q

　 既 に 触 れ た よ うに ， 第 四 福 音書 記 者 は 確か に マ ル コ の 如 く 「苦 難 の し もべ 」

の モ テ ィ
ー フ を主 軸 とし て イ エ ス の 十 字架 を 描 くとい うこ と を し な か っ た 。 そ

の 意味で ， イ エ ス の 十 字 架 が ， い わ ゆ る
“

栄光 の イ エ ス
”

の モ テ ィ
ー フ で 再 解

釈 され た と言 える で あろ う。 しか し ， それ は
“

栄 光の 神学
”

に よ っ て
“

十 字架

の 神 学
”

が 全 く塗 りか え られ 抹殺 され た こ とを 意味す る だ ろ うか 。 そ うで は な

く， イ エ ス の 十字架 （贖罪）の 貫徹が ， 復 活 とい う事件 に よ っ て 神 に よ っ て 証
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明 さ れ た （5．32 ，
36 ；8．54 ； 13．32 ；17。1 ， 5，

　21） とい うこ とを 明 らか に す る た

め に 復活 の 栄光 が 十 字架 の 易面 に ま で 侵 入 し ， イ エ ス の 地 ヒの 生涯 に ま で 侵入

し て い る と見 る べ きで は な い だ ろ うか 。

　 つ ま リピ リ ピ 人 へ の 手 紙 2．6−11 に 見 られ る キ リス ト讃歌 に な ぞ らえ て い え

ぼ ，
マ ル コ も第四 福 音書 の 記 老 も， そ の 先在 ・受肉 ・贖罪 ・復 活 ・栄 化 の 全 て

を 信 じ前提 と し て い る の で あ る が ，
マ ル コ は 「お の れ を む な し うし て 僕 の か た

ち を 取 り」 （ピ リ ピ 2．7） を 主 旋律 と して 編曲 し た の に 対 して ， 第四 福音書記 老

は 「しか も十 字 架の 死 に 至 る ま で 従順 で あ られ た 。 そ れ ゆ え に ， 神 は 高 く引 き

上 げ， 」 を 主 旋 律 と し て 編 曲 し た と 言 え る の で は な い か ， と い う事 で あ る 。

　事実 ， 12．24 で は イ エ ス が 「よ く よ くあ な た が た に 言 っ て お く。

一
粒 の 麦 が

地 に 落 ち て 死 な な け れ ば ， それ は た だ
一

粒の ま ま で あ る 。 しか し ， 死 ん だ な

ら， 豊か に 実を 結ぶ よ うに な る 」 と宣 言 し ， い わ ＠ る 第四 福音書 に お け る ゲ ツ

セ マ ネ の 祈 りと 呼ば れ る 言葉が ， そ れ に 引 き続 き出 て くる （12．27）。 イ エ ス の

苦 難 ・ イ エ ス の 死 が 多 くの 人 々 に 生命を 得 させ る もの で あ る こ とが 暗示 され た

比 喩 的表 現 で あ る こ とは 明 らか で あ る 。

　 ま た ， 13．8の 「も しわ た し が あ な た の 足 を 洗わ ない な ら， あ な た は わ た し と

なん の 係 りもな くな る 」とい うイ エ ス の ペ テ ロ へ の 答 え は ， そ の 前 の 「わ た し

の し て い る こ とは 今あ なた に は わ か らな い が ， あ とで わ か る よ うに な る だ ろ

う」 （13．7） と思 い 併せ る な らば
，

一
卜字 架 と復活 の あ とで ペ テ ロ が わ か っ た の

は ， イ エ ス の 十 字架 に よ っ て 自分 の 罪 が 贖 われ た こ と と解す べ き で （そ れ 故

に
， 罪 を 赦す 権 威 の 付託 が な され る の で あ り）， 洗足 は イ エ ス の 十字架の 贖罪

を こ そ 内容 と し た 象徴行為 で あ る 。 単 に 十 字 架 を 模範 と して 受 け取 る こ とは ，

甚 だ 困難 な理 解 と言わ なけれ ぽ な らない 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し もへ

　15．15 の 「わ た し は も う， あ なた が た を僕 と は 呼 ば ない 。 僕 は 主人 の し て い

る こ とを 知 らな い か らで あ る 。 わ た し は あな た が た を友 と呼ん だ … … 」 とい う

言葉 も ， 「友 と呼ん だ 」 とい う言葉の 裏付け と し て ， 当然 ， そ の 文 脈 に み られ

る 「人が そ の 友 の た め に 自分 の 命 を 捨て る こ と ，
こ れ よ りも大 きな 愛は ない 」

（15．13） を 読 ま ざ る を 得 ず， こ れ こ そ第一
の 手紙 の 著老が 「主 は ， わ た し の た
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め に い の ち を 捨 て て 下 さ っ た 」 （手 3．16） と正 面 か ら受 け 留め て い る 事柄で ，

そ れ を 彼は 「わ た し た ち が 神 を愛 し た の で は な く， 神が わ た した ち を愛 して 下

さ っ て ， わ た し た ち の 罪 の た め に あが ない の 供物 と し て ， 御子 を お つ か わ しに

な っ た 」 （手 4．10） と言 い か えて い る の で ある 。

　19．34 は ， 後 か らの 挿入 か 否か 議論 の 喧 し い と こ ろ だ が ， 文 献学 的 に は 挿 入

と立 証す る 根拠 は 少な い
。 文 脈か らは 自然 で あ る 。 「血 と水」 とが ， 直接 ， 礼

典 を 象徴 し て い る か 否か は 別 と して
，

ヨ ハ ネ の 教 会 で そ の よ うな 意 義 を も っ た

こ と は 確か で あ ろ う。

　そ し て
， 先 に 触れ た 如 く， 後半 の し め く く りに 2023 の 「罪 の 赦 し」 が 復 活

の イ エ ス の 弟子 た ち へ の 顕 現 ・ 派遣 の ク ラ イ マ ッ ク ス に お い て 明言 され て い る

こ とは 強調 され て よい 。

　前 半 に お い て
，

1．29と11．50 が
｝

つ の 緊 張 を も っ て イ エ ス の 生 を どの よ うに

理 解 す るか に つ い て ， 新 しい オ リ エ ソ テ ー シ ョ ソ に よ る様 々 な解釈を 準備 し つ

つ も， あ る 限定 ・ 主 張を 示 して い る の と同様 に ， 12．　24 と 20．23が
一

つ の 緊 張 を

も っ て イ エ ス の 死 を ど の よ うに 理 解す る か に つ い て も， 新 しい オ リ エ ソ テ ー シ

ョ ン に よ る様 々 な解釈を 準備 しつ つ も， あ る 限定 ・主 張を示 し て い る よ うに 思

わ れ る 。 1．29 と20． 23 に 大枠 と して の
， 同 じ限定 ・ 主張を 見 る こ と も， 当然 ，

許 され る で あ ろ う。

　個 々 の 章 句 に つ い て 論 じ た が
，

18− 19 章 を 見 て み る と ， こ こ で 語 られ て い る

の は
“

栄光 の 神学
”

に 粧 われ て は い るが ， 伝承ある い は 受難物語の 主 題 自体 が

も っ て い る イ エ ス の 苦難 ・イ ＝ ス の 死 の 重味は 決 し て 軽減 され て い な い 。
こ こ

か ら仮 現論 的 な読 み 方 をす る とす れ ば ， 肯定 され る とい うよ りは ， 相 当な偏 頗

な読 み 方 と言 わ ざ る を 得 な い で あ ろ う。

　 c ． 受肉 の 否定　こ こ で 論敵の 根拠 に な る 可能性を もつ 典拠 に つ い て は既 に

触れ た が 1．14 の κα 〜δ ス6γog σdρξSrEDετo κα∂6σκ加ω σεり Sv　 tPt　1．　v の 読 み

だ け で は 決め られ ず， 全 体の コ ソ テ キ ス ト とい うこ とに なろ う。 上 記 の 十字架

の 贖 罪理解が 第四 福音書記者 の 意図に ある との 判定に 従 えば ， 受 肉は 十 全 の 意

味 に お い て 肯定 され るべ きで ある 。
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　19．30 の π α ρξδω κε， τb π Dε0μα は ， 神 に 引 き渡す の で は な く， 愛弟子 に 引

き渡す と理 解す べ きで ， 第 四 福 音 書 記老 の 二 重 の 意 味 を もた せ る とい う好 み か

ら見 て も ， 2029 の 先 き取 りと して 考 え られ て い る と見 る方が よい
14）

。

　d． キ リス ト論 の 否 定　既 に ， 父 な る 神 と子 な る イ エ ス との 関 係を 否 定す る

正 当 な 理 由 は 第 四 福音 書 に は な い こ とを 指摘 した 。 第
一

の 手紙 の 論敵は ， む し

ろ ， イ エ ス の 十 字 架 に よ る 贖罪 ・イ エ ス の 肉体で こ られ た こ との 否定 との 連関

で ， キ リス ト論 の 否 定 に 至 っ た と推論 した 。 霊 肉二 元 論か ら言 え ぽ ， 救 済 者 も

徹 頭 徹 尾 神 的存 在 で あ る の で ， 神 と御 子 との 等質性 と い う面だ け把 えれ ば ， 第

四 福音 書 に お い て 神 とイ エ ス の 関係 が 父一
子 関係 で 強調 され る の は イ エ ス が 神

と等 し い 存 在 で あ る た め な の で あるか ら ， 論 敵もこ れ を積極 的 に 肯定 して もよ

い は ず な の で あ る 。 し か し ， そ うな らな か っ た の は ， や は り， 父
一
子関係 の 強調

の 中に は 父 な る 神 と は 違 っ て ， 肉で あ る イ エ ス が 前提 と され て い て ， なお ， そ

の 人間 イ エ ス を 神 と等 し い 者 とす る とい うこ とが 基調 で あ っ た か ら ， 論敵は ，

こ の 父
一
子 関係 で 言い 表 わ す こ とを 回 避 ・否 定 し た の だ と言 わ ざる を得 ない

。

　第四 福音書記者が 父
一
子 関係を 強調 した こ とは ， 第四福音書に 顕著な「御子」

キ リ ス ト論 に も見 られ ， ま た 「エ ゴ ー ・エ イ ミ」 とい う神 に よ る 自己顕 現 定式

が 第四 福音 書 で は イ エ ス の 自己 顕現 の 場に 多用 され て い る こ とか ら も補強 され

よ う。 しか し ，
こ れ も地 上 の 肉体を伴 っ た イ エ ス が ， 同時 に 「神」 と告白され

る に 応わ し い 方で あ っ た とい う視点か ら理 解 され るべ きで ある
15）

。

　e 。 礼典 の 否 定　 こ の 点 に 関 し て は ， 必ず し も第
一

の 手紙の 論 敵 の 理 解 が 第

四 福音 書 に 論拠 を も っ て い な い と も言 え な い とい う事 は 述 べ た 。

　しか し ，
こ の 福音書 に なぜ イ エ ス の 洗礼の 記事 や ， 聖 餐制 定 語 の 場面が な い

の か ， ま た ， 著 し く精神化 内面 化 し て い る の か とい う疑 問 に 対 し て は ， 最 近 の

研 究 で は 別 の 答が準備 され て い る 。 前 グ ノ
ー シ ス 的 ヘ レ ニ ズ ム 的傾向 を視点 と

し ， 福 音書 記者 も霊 肉二 元 論 に 立 っ て 形 を 軽 視否 定 し ， 内 実の み を 重 視す る と

こ ろ か ら ， 礼典 を否 定 し精神 化 ・ 内面 化 し て い る とい う読 み 方 は ， 論 敵 に 利す

る 。 しか し ， そ れ は ， 第四 福音 書 記 者 自身を神秘主 義 的黙想家に し て し ま うこ

と に な る 。
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　む しろ ， 最 近 の 研究か らは ， 筆者の 唱え る如く
16）

， それ は 福音書 記者 と彼の

教会 が 置か れ た 歴 史 的 な 状況 か ら見 られ る べ きな の で あ る 。
つ ま り， 編 集史 研

究 の 常道 か らし て ， 彼 の
“

編 集 の 場
”

が ユ ダ ヤ 教 会堂 とキ リス ト教 （ヨ ハ ネ 教

団 ） との 決裂 の 危機 を 媒介 に ， イ エ ス を キ リ ス ト と告 白す る 者 た ち が ユ ダ ヤ 人

社 会か ら追放 ・ 迫害 ・ 殺害 され て ゆ くよ うな状況に あ り， 会堂 の 側 に も分裂が

生 じた の と同 様 ， 教 会の 側 に も脱落者 が 起 っ た とい う事情 こ そ ， 彼 の 編 集の 手

を支配 して い る と考 え られ る な らば， 上 の 疑問 は 次の よ うに 答え られ る べ きな

の で あ る
14）

。

　す な わ ち ， 洗 礼 を 受け聖 餐 に 与 っ て い る人 々 の 中か ら脱落者 が 出 た か ら に

は ， 洗 礼 の 起 源 （イ エ ス の 受 洗） や 聖 餐の 起 源 （聖 餐制定）を 歴史 的 に 書 く こ

とは無意味 で あ り充分で は ない の で あ っ て ， 洗礼を洗 礼た ら しめ る もの を 強 調

し （1．33−34 。 第四 福音書 に お け る 霊 の 決定的位置に つ い て は 68−69 頁 に 述 べ

た ）， ま た 聖 餐を聖 餐た らし め て い る もの を洗 礼 の 記 事を も っ て 徹 底化 して 示

した （洗足が 贖罪を指す こ とは 既 に 触れ た ） と理 解すぺ きで あ る 。 そ うで あれ

ぽ ， 第四 福 音 書記者 の 意 図は 礼典 の 軽視否 定に あ る とい うよ りは ， そ の 形 と 内

実 との
一

致徹底化に あ っ た と見 る こ と に な る 。

　 こ の よ うな視点か ら見 る 時 ， は じめ て 第 四 福音 書 が 他 の 福音 書 よ りも優 れ て

礼典 に 関す る深 遠な 言及 を もっ て い る こ とが 首 肯 され る で あ ろ う。 礼典 の 否 定

が 基調 で あれ ば逆 の 現象が起 っ て 而る ぺ きなの で ある 。

　f． 終末論 の 否 定　こ の 点 に つ い て は ， 多 くの 学者が 議論 を して お り， 筆 者

も論 じて い る こ とな の で ， 結論 的 に の み 言 っ て お く。

　未来的 終末論 を示 す言 辞 は 第四 福音書 に も数 は 少 ない が 厳然 と して あ り （6．

39
，
40

，
44 ， 54 ；11．24−25 ；12．48），

こ れ らを 文献学 的に 後代の 挿入 と見 る こ と

に は 無理 が あ る 。

　従 っ て ， 贖罪 の 項 と 同 じ よ うに ， 第四福音書記者 は ， 極め て 大胆に 終末論を

現在 化 して い る が
， そ の よ うな新 しい オ リ エ ン テ ー シ ョ ソ を 自ら準備す る と 同

時 に ， 数 は 少な い が ， こ れ ら の 章 句 で 未来 的終末論 の 枠 を 残す こ と に よ っ て ，

新 しい オ リ エ ソ テ ー シ ョ ン が 生ず る 読 み に
一

定 の 限定 ・主 張をつ け て い る と理
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解 す る の が 正 し い の で は な い だ ろ うか 。

　す なわ ち ， こ れ に は 深 刻 な問 題が 内包 され て い る の で あ っ て ， 終 末論 の 現在

化が 完全 に 遂 行 され れ ば ， 終 末論 自体 が 解 体す る の で あ っ て
， それ こ そ 完 全 な

無時間的な空間的二 元論つ ま りグ ノ ー シ ス に な っ て し ま う。 そ こ に は もは や歴

史 は 成 立 し得 な い こ と に な る 。 自然 だ けが 残 り， しか も， 可 視 的 な現 象 は 仮 で

あ り偽 りで ある こ とに な っ て しま い 自然 nature は 天 然 Natureに 抽象化 され て

し ま うの で あ る ○

　罪 の 実在 ・十字架 の 贖 罪 ・イ エ ス が 肉体 を と っ て こ られ た こ と ， 十 全 な 意味

で 人 間 イ エ ス が 同時 に 父 な る 神 の ひ と り子 なる 神 で あ る こ と ，

… … そ れ を 主 張

し て い る 福音 書 記 者 は ， 終末論 の 扱 い 方 に お い て も明確 に 自己 規制 を して い る

と見る べ きで あ ろ う。

　  　霊 的 熱狂　 こ の 点 に つ い て は 第 四 福音 書 記 者 は 極 め て 厳 格 な見 解 を も っ

て い た 。 こ の 福音書 に 顕 著な こ とは ， イ エ ス の 悪魔払い が 記録 され て お らず ，

ま た ， 荒 野の 誘惑の 記事 もな い 。 悪 魔 ・悪霊 の 働 きは こ と ご と くユ ダや ユ ダヤ

教 の 会 堂 の 指導者 た ち に 歴 史 化 され て い る 。 ま た ，
こ れ と呼応 し て イ エ ス に 属

す る 「（神 の ）霊 」 も，
イ エ ス ある い は 弟子 た ち に 歴 史化 し て 活 動す る

17 ）
。 こ の

事実に 気が つ け ば ， い わ ゆ る 霊的熱狂 とい うもの に 対 して 福音書記 者 が 否定的

で あ る こ とは 明 白で あ る 。

　ま と め　以上 の よ うに 見 て くる と ， 第 四 福音 書は ， ある面 で 第一
の 手紙 の 論

敵 の 立 場 に 論 拠 を 与え て い る よ うで は あ る が ， 福 音書 記者 の 意 図 ， 彼 の イ エ ス

理 解 とは ズ レ て い る こ とが 明 らか に な っ た と言 わ ね ぽ な る ま い 。

結 　論

　本来 な らば ， 十 全 な 意味 で 結 論 を ひ き出す た め に ， 第
一

の 手 紙 の 著者 の 論 点

と第四 福音書の 記 者の 意図 との 関係を ， や は り反 して い る の か ， 越 えて い る の

か
， 即 し て い る の か とい うこ とを 取 り扱 うべ きな の で あ るが ， そ の 主 題 は 第

一

の 手紙 を全面 的 に 福 音書 との 対比 に お い て 吟味す る こ とに な り， 本稿の 中に 収

ま り切 らな い
。 従 っ て ， そ の 問 に は 別 に 答 え る こ と と し た い 。
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　そ こ で
，

一
足飛び に ， 第一

の 手紙の 論敵の 立場が第四 福音書の 読み 方か ら発

生 して きた もの だ と して も， 福音 書記者 の 意 図に 対 し て は ， 反 し て い た の か ，

越 え て い た の か ， 即 して い た の か とい う設 問 に 答 える こ とに し よ う。

　 本論 に お け る 検討の 結 果か ら し て ， 第
一

の 手紙 の 論敵の 立 場 は
一

部 に お い て

福 音 書 記老 の 意 図を 越 え て 大 発展 を遂 げた もの で あ り， 全 体 と し て 考 えれ ば ，

福 音書 記 者 の 意 図 と は 反 した もの とな っ て い る と判定 され る 。

　 しか し ， こ こ で 我 々 が 留 意 し て お か ね ばな らな い こ との 第
一

は ， 福 音 書 記者

が ，

一
方 で は ， リス ク を 犯 しつ つ イ エ ス を キ リス トと告白す る 福音 の 新 しい オ

リ エ ン テ ー シ ョ ソ を 大 胆 に も準備 した とい うこ とで あ り， 他方 で は 新 し い オ リ

エ ン テ ー シ ョ ン に も拘 らず厳 格に 最 重要点に は 解釈の 自己 限定の 言葉 を置い て

い る と い う事実で ある 。

　第二 に は ， ng−一の 手紙 の 中で ，
こ の 福音書記者 の 自己制禦装置が 見事に 可動

し て
， 論 敵 に 対 して 福音 の 生 命線 ， 福音の 真理 を 主 張 させ て い る と い う事実で

あ る 。 こ う した
， 福 音書 記者 と第

一
の 手紙 の 著者 の 連携 プ レ ー

の 中 に ，
つ ま り，

初代教 会史の 中の 幾様か の 流れ の 中に 働い て 福音 の 生命線 を明確 に す る動的 な

活動 の 中に ， 我 々 は 新約聖 書 の 正 典性 を支 え る 力を感ずる の で あ る 。
つ ま り，

そ れ が 第
一

の 手 紙の 言 う 「正 しい 霊 」 の 働 きで あ ろ う。

　 従 っ て ， 新約聖 書の 正 典性 を認め る とい うこ と は ， 初代教会 の 流 れ の 中 に ，

た だ それ を 教会 史の
一

頁 と し て 見 る とい うだ け で は な く， あ る 軌範性 を 承認す

る とい うこ とに つ な が る の で あ る 。
つ ま り， 使徒 行伝 の 記 者が エ ル サ レ ム か ら

ロ ー マ ま で の 教会 史の 最初期 の 歴 史 に
一

種 の 軌範性 を 見た よ うに ， 我 々 は 初期

キ リス ト教 の 歴 史 の 中 に そ れ を見 る と言 わ ざる を得 な い 。

　 第三 に ， 第四 福 音 書 と第
一

の 手 紙 と の 関係か ら学ぶ こ と は ， イ エ ス の 生 に つ

い て も， イ エ ス の 死 に つ い て も様 々 な オ リ エ ソ テ ー
シ ョ ソ が あ り得 て も ， 人 間

の 罪 と ， イ エ ス の 十 字架 に よ る贖 罪 ， 正 確 な キ リス ト論 ・終 末論 ・地 上 の 生活

倫 理 の 健 全 さ は 相互 に 連 っ て い る
一

つ の 真理 で あ っ て ， こ れ を 外 した 理 解は ，

第
一

の 手紙 の 論 敵 と 同 じ よ うに 破 綻す る とい うこ とで あ る 。 イ エ ス の 十 字架 を

贖罪 と解す る 以外の イ エ ス 理 解 は ， 新約聖 書 ， 福 音 書 に 正 当な 論 拠を もち 得
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ず ， 自 ら崩壊 せ ざる を 得 な い 。 そ うし た 厳 し さ を イ エ ス の 生 と死 と は 迫 っ て い

る の で あ る 。

　第
一

の 手紙 と第四 福音書 の 意 図 との 関係が 検討 され な い と 明 らか に な らぬ 問

題 と し て
， 第一

の 手 紙 の 著者が ヨ ハ ネ教 団 以外 の 初 代教会 の 系譜か ら贖罪論 に

つ い て もキ リス ト論 に つ い て も影 響を 受 け て い る か ど うか とい う点が残 る 。 し

か し ， 既 に 見 て きた 範 囲 で も ， 第
一

の 手紙 の 著 老 は 贖 罪論 に せ よ キ リ ス ト論 に

せ よ ， あ る い は 未 来 的 終末論 に せ よ ， 第四 福音書 の 意図の 中 に あ っ た もの を強

調 し て い る とい う面 は 言 え る の で ， 必ず し も ヨ ハ ネ 教 団 外か ら の 影 響 が なけ れ

ぽ 主 張 し得 な い と は 言 え な い こ とに な る 。 そ の 上 で ，
ヨ ハ ネ 教 団 と他 の 系譜 の

折 衝交流 が 追求 され る べ きで あろ う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　注

1） 最近 の ヨ ハ ネ研究に つ い て は ， R ．　Kysar ，　The　Evangelist　ancl 　His 　GOSPel ，　 An

　　examination （ゾ contemporary 　 scholarship ，　 Augusburg ， 1975 ： S．　S．　Smalley ，

　　John，
　Evangelist　and 　Interpreter，　Nashville， 1978 や 新 しい 緒論 の ヨ ハ ネ 文書

　　の 項 ，また ヨ ハ ネ 文章の 注解書 の 序論 を 見 る こ と 。 拙著 『ヨ ハ ネ福音 書新 解 1 ，

　　ひ と り子 な る神 イ エ ス 』 （ヨ ル ダ ソ 社 ， 1987年 ， 以下 r新解』 と略 す）の 序論 に も

　 　簡単 に 出て い る。

　　本 稿 との 関連 で は ， R ．　E 　Brown ，　 The 　 Conmtunitor　 of 　 the 　Belowed 　Disciple，

　　New 　York1Ramsey1Toronto ， 1979 ； 同 著者 The 　 Churches 　 the　 Apostle　 Left

　　Behind ，
　New 　York1Ramsey1Toronto ， 1984 ；J．L 　 Martyn ，　 The　Gospel〔of 　John

　　in　Christian　History，　New 　York1Ramsey ！Toronto， 1978 か ら刺戟 を受 けた 。

1’
　 また R ．E ．　 Brown ，

　 The 　Epistles （ゾ John，　 The 　Anchor 　Bil）le，　 Garden 　 City ，

　　1982の 序論 で 本 稿 と同 じ問題 を取 り扱 っ て い る
。 本 稿 で は ， も う少 し

一
般 の 読者

　　に 分 る よ うに 問題を 整理 し ， Brown とは 別に 問題に ア プ ロ ーチ し て み た
。 第 一一

　　 の 手 紙 の 釈義に つ い て は ， 拙著 『新 約釈義 ，
ヨ ハ ネ の 第一 の 手 紙』 聖 書 と教 会，

　　1977年 1 月号 〜 12月号掲載 ， を参照 して頂 きた い
。

2） 拙論
“

The 　Galileans　in　the　Fourth 　Gospel
”

，　AJBI ， 且 （1976） 139−158頁 ， 「ヨ

　　 ノ ・ ネ福音書に お け る 風土 」『聖 書 と教会』 （1982年）10月号 8 − 13頁 『新解 1』 115

　　 − 150頁参照 の こ と 。

3）　 『新 解 1 』 162頁以下参 照 。

4） 拙論
“

Is　John　Anti−Sacramental　？
”

，　NTS 　27 （1981） PP・　516−524 参照 の こ と。

5） 特に ， こ こ で 第四 福音書に 見 られな い 罪 に 対す る見 解が見 られ る こ とに 注 目す る

　　 必要 が あ る 。 「……
死 に至 る罪 もある 。

こ れ に つ い て は ， 願 い 求め よ ， とは 言わ
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　　　な い
。 不 義は すべ て 罪 で ある

。
し か し ， 死 に 至 る こ と の な い 罪 もあ る」 （手5．16−

　　　17）。 内容的 に は 聖 霊 を汚 す 罪 （マ ル コ 3．29 と並 行記 事） と同 じ と理 解 され 得 る

　　　が ，
ヘ ブ ル 書 6．6；10．29 と同様苛 酷 な状況 に 置か れ た 教会 の ， 異端や 棄教 ｝こ対 す

　　　る 目は 厳 し か っ た こ とが 推測 され る 。 非常 事 態に お い て は 愛 も純粋 tc．把え られ る

　　　が ， 逆 も ， も う
一 方の 極 に 押 し つ め られ る の で あ る （本稿57頁参照）。

6）　こ こ で 「油」 は ， 「御霊 」 を 指す 。 油 を塗 られ る とい う事は ， 当然 ， 受膏者 （メ

　　　シ ア ） と関連す る 。 油の 原語 xρZoμα が zρea τ6g と似 て い る と こ ろ か ら ， 弟子

　　　た ち が キ リ ス トか ら油を 塗 られ て い る こ とを 連想 した の か もし れ な い 。 あ る い は ．

　　 xρeoμα と 艇 ρζσμα （賜 物） とが 似て い る こ と と も関連 し ， カ リ ス マ と言 え ば霊

　　　の 賜 物 とい うこ とに な り， 霊 的熱狂主 義 と結 び つ くの で ， 故意に xρεσμα とい う

　　 語 を 用 い た の か もしれ な い
。 因み に ， z如 ζσμα とい う語 は 福音書に も手紙 に も

　　 用 い られ て い な い 。 zρ∂σ μα とい う語 は 新約 聖書中 ， 第 一の 手紙に 三 回用 い られ

　　 て い る の み で あ る （2 ， 20 ，
　27　ab ）。

7） H ．コ ン ツ ェ ル マ ン r新約 聖書神学概論』 （新 教 出版 社 ， 1974年）441頁 ， E．ケ ーゼ

　　 マ ン rイ ＝ ス の 最後の 意 志』 （ヨ ル ダ ン 社 ， 1978年）174頁参照 。 G ．シ ュ ル ッ r ヨ

　　
ハ ネ lc よ る福音書　翻訳 と註 解』 （NTD 新約 聖 書 註解 刊行 会， 1975年）序論 ， 等

　　 を 見 よ
。

8）　 『新解 1』 158− 159頁 参 照 。

9）　 『新 解 1 』 109頁 以下 参照 。

10）　第一
の 手 紙で

， 彼 らが 「偽 予言者」 に よ っ て 指 導 され て い る と して い る 。 こ の 語

　　 は 新約聖 書 中に 必 ず し も多 くな い の で あるが ， 特異 な 使わ れ方 を して い る （マ ル

　　 コ 13．12；
マ タ イ 7．15 ；24．5，11．24； ル カ 6．26 ；行伝 13．6 ；IL ペ テ ロ 2．1；L ヨ ハ ネ

　　 4．1）。 終 末時 の 現 象 と して 異端 に 陥 らせ る存在 とい うの が 共通 した 性 格 の よ うで

　　 あ り ， 上 掲の 章句 を 個 々 に 見 て ゆ くと ， や は り霊 的熱 狂 主義 との 関連が あ る よ う

　　 に 思 わ れ る。 G ．シ ェ ト レ ヅ カ ー 『山上 の 説 教 註 解』 （ヨ ル ダ ン 社 ， 1988 年 ），

　　 310−311 ， 320頁は ，
マ タ イ 教団 を 脅 か して い る グ ノ ー シ ス 的無律法主 義者 た ち で

　　 あ りカ リス マ 的熱狂 集団 と無 関係で は な い こ と を 指摘 し て い る
。

11）　拙論 「
‘

The 　Holy　Spirit’ か
‘holy　spirit

’

か 一 第四 福音書に お け る 『霊』 の 一

　　 考察」 『神学』39 （1977年） 37−58頁 参 照 の こ と 。

12） 拙論 「ヨ ハ ネ に よ る 『キ リス トの 死 』 の 理 解」 『聖 書 と教会』 （1971）3 月号 10−17

　　 頁 ， 「神 の 小羊
一

第 四 福音書の 贖罪論 モ テ ィ
ー フ に つ い て の 予 備 的 考 察」『神

　　 学 』 38 （1976年） 65−78頁 参照 の こ と
。

13） 11， 49−50 ， 51−・52 は 福音記者 の 編集句 で あ る こ とは 多 くの 学 者が 認め て い る 。 R ．

　　 F ・ ・tna ・ The　 G ・ SPel ・f　SignS ，　 A 　Rec・nstructi ・n げ the 　 Narrative 　S 。terce

　　 Underlying　the　Fourth　Gospel， （Cambr ｛dge， 1970），　pp ．144−148 参 照 Q

14）　 『新解 1』 22−43頁参照 。
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15）
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筆者 の キ リ ス ト論 に 関す る 見解 に つ い て ぱ ，「ヨ ハ ネ福音書に お け る
“

神
”

キ リ ス

ト論」『神学』 36・37合併号 （1975年） 61−76頁。

“

The ‘

Theos
’

Christology　as

the　Ultimate　Confession　of 　the 　Fourth　Gospe1
”

，
　AJBI ，

　 W ．（1981年） 124−145
頁 ， 「ユ ダヤ 的メ シ ヤ の 超克一 キ リ ス ト教の 自己確認 の 視 点 か ら」『聖書 と教

会』 （1983 年） 12月号 ， 8−13頁 参照 の こ と。

16） 拙論 「ヨ ハ ネ 福音書 に お け る サ ク ラ メ ソ ト」『新約学研究』 3 （1975年）47−48頁 ，

　　 また 注 4）で示 した拙論 も参照の こ と。

17） 注 11）に 示 した 論文は ， そ の 事 を立証 し て い る 。
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