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書 評

W ．D ．　Davies　and 　C ．　Dale　Allison
，
　Jr．，

ACritical 　 and 　E 」じegetical 　Commen −

ta　ror 　o 〃 　the　GosPel　according 　　’O

Saint　Mattゐeu り，　 1，　　1988，　　xlv 三ii
，

731pp ．； II，1991，　 xvii ，807　pp ．

　 W ．C ．　 Allen の ICC マ タ イ 注解書が出

版 され た 1907 年か ら長 い 年月 が た っ て い

る 。 こ の 間新約学 の 研 究 は ， 広範囲 に わ た

り非 常 な進 展 を し た 。
マ タ イ 福音書 の 研究

に お い て も 目覚 ま しい 成果 が見 られ る 。 今

回 W ．D ．　Davies と Dale 　 C ．　 Allison　Jr．

が こ れ らの 厖 大 な成果 を綿密 に 調 べ
， そ れ

らを 考慮 し つ つ
， 新 し い ICC の マ タ イ 注

解書 を出 した
。

こ れ は マ タ イ 研究 の 偉大 な

集大成で 著者の 独 自の 見解 を も多 く示 して

お り ，
マ タイ 注解 の 記 念碑 とい う こ とが で

き る 。 第
一

巻 は 緒 論 と 1 − 7 章 の 注解 で ，

第 二 巻 は 8 − 18章 の 注 解 で あ る 。 第 三 巻 の

出版 が待 た れ る 。 こ と に マ タ イ の 神学が こ

こ で 取上 げ られ る の で 。

　著 者 の
一

人 W ．D ．　 Davies は ， ウ ェ
ール

ズ出身 で ，
C．H ．　 Dodd の も とで 学 ん だ 新

約学 者で あ る
。

プ リン ス トン 大学 ，
ニ ュ

ー

ヨ
ー

ク 神学大学 ，
コ ロ ン ビ ア 大学 ， デ ュ

ー

ク大 学 な どの ア メ リ カ の 諸大 学 で 教 えて き

た
。

ユ ダヤ 教の 研 究 と理解 にす ぐれ ， そ の

背景 か ら新 約研 究 に 光 を 当 て る 学者 と して

著名 で あ る 。
Paut 　and ・Rabbinic　．Judaism ，

19802 ；　The 　Setting　of 　the　Sermon　on 　the

Aレfount，　1964 ； The 　GosPel　and 　the 　Land
，

1974 そ の 他多 くの す ぐれ た 著作 を出 して い

る
。 lll上 の 説 教 に つ い て

一
般 向 け に 書い た

The 　 b
・
ermon 　 on 　 the　 A4fo　un 　t

，
1966 が 『 イ

エ ス の 山上 の 説 教』 と し て
， ま た ，

The

Territorial　Dimen 　sion 　 of 　Jttdaism， 1982

が 『
ユ ダ ヤ 教 の 国土 観 』 と し て 邦訳 され て

い る 。

　も う一 人 の 著者 で あ る D ．C ．　Allison，　Jr，

は ， 現在 New 　College
，
　 Friends　Univer−

sity
，
　Wichita の 研 究 員 で ，

　 The 　 End 　 of
’

the　Ages　haS　Come ：An 　Ear！y　lnteηPre・

tation　 of 　the　Passion　 and 　 Resurrection

of 　Jesus
，
1985 を出 し て い る 。

　 緒 　論

　 こ の 注解書 は 148 頁 に わ た る詳 し い 緒論

を書い て い る が ， そ の 中で 特 に 重 要 と思わ

れ る こ とを紹介す る 。

　H 　 こ の 注解書の 根本的な 立 場 （PP ・1−7）

　著者は
， 文書の 性 質に つ い て の 最近 の 研

究が 福音書の 注解者 た ち を長 く支配 し て き

た 諸仮定 に 対 して 桃戦 し て きた こ とを まず

指 摘 す る 。 過 去 に お い て ， 学者 た ち は 次の

三 つ の こ とを決定す る 希望 を も っ て 福音書

を発掘 し よ う と し て き た
。

　（1） 福音書の 資料 と出来事 の 歴 史性 （歴

　　史的 関心 ）

　   　資料 を形 作 る こ と を助 けた 諸共 同体

　 　の 性 質 （様 式史 的 関心 ）

　（3＞　 （こ の 研 究 の 領域 は 前記 1 と 2 よ り

　 　狭 い ） 最後 の 編集 者 ， ま た は 著者 の 心

　　 と意図 （解釈 的 関心 ）

　そ の 結果 ，
こ れ らの 注解者た ちは 福音書

を 「博物館 の 陳 列 品 」 に 変 質 させ て し ま っ

た と主張 され る 。 福 音書 と読者 との 間 に 大

きな隔 りを作 り ， 福 音書 の 本文 その もの か

ら， そ の 外部 の 要素 に 興 味 を移 して し ま っ

た と主 張 され る 。 そ の 上 さ らに ， テ キ ス ト

は 回復 され うる も と の 意味， あ る い は 意図

を含 ん で い な い と主 張 され る 。 む し ろ ， 読

者 が 「綿密 に 」 読む 時 ， テ キ ス トは彼 に対
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して 意味 を作 り出 す と主張 され る
。 それ ゆ

え ， 注解者 は 文学 と し て の テ キ ス トそ の も

の に第一
の 注意を払 わ な けれ ば な らな い と

主 張 され る 。

　 こ の 文学 的強 調 と並 ん で も う
一

つ の 強 調

が起 っ た 。 そ れ は ，テ キ ス トの 意味を構成

す る 要 素 と し て ， 形式 と共 に 内容 を強調 す

る こ と で あ る 。
こ の

一
つ の 主張 は ， 全 体 と

して の
， す な わ ち ，

「正 典 」 と して の 新約

聖 書 を取 り上 げ る こ とで あ る 。 著者は ， こ

の 研 究法 は ， 少 く とも あ る 形 にお い て は ，

伝統 的 な歴史的 ・批判的研 究 に 集 中す る こ

と に 反 対 す る 働 き を す る と言 っ て い る 。

　 こ の よ う に， い わ ゆ る 「新 し い 聖書研

究 」 の 代表者 た ち は ， す べ て の テ キ ス ト

は ， そ れ 自身の 内的 なカ に よ っ て
， そ の あ

る が ま まで ， 独立 した もの と し て 読まれ な

けれ ば な らない と主張 す る 。 そ れ ゆ え テ

キ ス トの 類型 （genre ） が重要 で あ る と す

る
。 著者は ， こ の 見解 に対 し て 同 意 し な け

れ ばな らな い が
， それ は あ る程度に お い て

で あ る と主 張 す る
。 す な わ ち ， 裸 の 状態 で

マ タ イ の テ キ ス ト自身 に語 らせ る こ とは 絶

対 に必 要 で あ るが
， 純粋に文学的 見地 か ら

こ の こ とは 初 め か ら我 々 を謎 に 直 面 さ せ

る 。
マ タ イ 福音書が属 す る の は 何 とい う類

型 か 。伝記 か ，神 話 か ， あ る い は ， ば ら ば

らの 記録か
， 道徳訓練の 手引か

，

……
。

こ

れ らの カ テ ゴ リー は福音書全体 の 性格 を示

して い ない と著者 は 主張 す る 。

　 そ れ ゆ え ， こ れ ら の 接近法 は ，

一
つ が排

他 的 に 用 い られ て は な ら な い と主 張す る 。

こ の 注解書は ， 同僚の R ・P・Forrer が 「節

操 あ る 折 衷主 義 ユ と呼 ぶ こ と を我 々 に 教 え

て くれ た特徴 を持 っ て い るが
， 伝統的 な歴

史 ・批判的接近法が支配的 で あ る と著者は
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言 っ て い る 。 そ れ は 我 々 が 最 近 の 文学研

究 ， あ る い は ， 構 造 主義 と正 典的接 近 法 に

十 分に熱 中して こ なか っ た た め だ けで は な

く ，
テ キ ス ト自身が読者 に求 め る 中心 的 な

要求 に対 す る 我 々 の 理 解 に よ る と著者 は 言

う。
マ タ イ の テ キ ス トは それ 以前 に存在 し

て い た 資料 を 自ら の うち に 取上 げた と い う

意味で 歴 史 を持 っ て い る
。 そ の テ キ ス トを

完 全 に理 解 す る た め に は ， そ の 歴 史 の 知 識

が必 要 で あ る
。 それ ゆ え ， 資料 ， 様式 ， 編

集の 批判 が必 要 で あ る と 著者 は 言 っ て い

る
。 さ らに ま た ， す べ て の 新約聖書 の テ キ

ス ト と同様 ，
マ タ イ の テ キ ス トは そ の 背後

に ナ ザ レ の イ エ ス とい う実際の 人物の 生 と

死 と復活 が 立 っ て い る とい う議論の 余地 の

ない 前提 を持 っ て い る か らで あ る と主張 す

る 。
テ キ ス トは そ の 存在理 由 と し て ， 常 に

歴 史的 な人 物 で あ る イ エ ス を 前 提 し て い

る 。 そ して ， こ の イ エ ス を通 し て 実現 され

た救 済 の わ ざ が新約聖書 の 根 本的 な メ ッ セ

ー ジで あ る と主張す る
。

こ の よ うに 著者は

実 存 主義 的 な立 場 か ら の 聖 書解釈 に 留 ま る

の で な く ， 救 済史 の 信仰 に立 っ て い る 。 こ

の こ とが緒論 に も注解 に も明 白に示 され て

い る 。 1 ： 1 の 注解 （こ の 書 評 PP 、　223f．），

9 ：10，11の 注解 （同PP ．227f。），
16 ： 13−20

の 注 解 （同 pp ．228 −230 ）参照 。

　仁⇒ 緒論 で は ， 以 上 の よ うに こ の 注解書

の 根本的 な立 場 を述 べ た 後 ， 著者問題 ，
マ

タ イ の 構造 ， 文学的 性 格 ， 資 料 ， 著 作 年

代 ， 場所 ， テ キ ス トに つ い て 論 じ て い る

が ， そ の 中か ら次 の 項 目 に つ い て だ け簡単

に紹介す る 。

　（1） 著者問題 （pp ．7−58）

　著者 は マ タ イの 著者 に つ い て 次の 諸説 を

紹介 し て い る
。 （a＞使徒 マ タ イ　 （b）ヘ レ ニ ズ

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一
　224　

一

ム 的 ユ ダヤ 人 キ リス ト者 ，
パ レ ス チ ナ の ユ

ダヤ人 キ リス ト者 ，
ユ ダヤ 人 キ リ ス ト者

（c ） 異邦人 キ リ ス ト者 。 そ し て マ タ イ の 著

者 は 二 国語 ， あ る い は 三 国語 （ギ リシ ア

語 ，
ヘ ブ ル 語 ， ア ラム 語 ） を語 る環境 に生

き ，
ユ ダ ヤ 教 の 伝統 を よ く知 っ て お り， 旧

約聖 書 に 対す る 関心 と知識 にお い て ル カ よ

りず っ とす ぐれ て い た こ とを 明 らか に して

い る 。 そ の 他の 根拠 を示 し
，

マ タ イ の 著者

が ユ ダ ヤ 人 キ リス ト者で あ っ た こ とは ほ と

ん ど確 か で あ る と結論 して い る 。
マ タ イ が

マ ル コ の ア ラム 語 音訳 （Bα ρτ〜μα ω 9， 戸αβ一

βo リレε〜，

’
A ββd な ど） を 省 い た り， ギ リシ

ア 語 で 示 して い る場 合 に つ い て も ， 彼 が ア

ラ ム 語 を知 らなか っ た た め で は な く， 大部

分 は マ ル コ を改良 しよ うと した もの と して

い る
。 著者は ま た ， 教理 的 な 見地 か ら マ タ

イ の ユ ダヤ的 特徴 を挙 げ ，
マ タ イ 福音書 の

大部 分 は ヤ ム ニ ァ 時 代 の ユ ダ ヤ教か らの 攻

撃 に対 す る応 答 で あ る こ と を示 して い る 。

ま た ，
マ タイ に お い て 伝道 の 範囲は ユ ダ ヤ

人 と異邦人 を含む全 世界で あ る こ とを指摘

して い る （4 ：23 ；28 ： 19の 注解参照）。

　（2） マ タ イ の 著作年代 （pp ．127− 138）

　 エ ウセ ビオ ス 『教 会史 』 皿 ， 39， 6 に 記

され て い る パ ピア ス の 証 言 か ら，
100 年 ま

た は そ れ 以前 が一
番遅 い 限界 と され る 。

一

方 ， 教会 論 ， 誕生物 語 に 示 され て い る キ リ

ス ト論 ，
こ と に 28 二 19の 三 位一

体論 の 定 式

か ら ，
二 世紀の 初め よ りず っ と前 で は な い

と され る 。
マ タ イ が ， ヤ ム ニ ア に お い て ユ

ダヤ 教が再強 化 され た 時代 を反映 して い る

と し，著者は マ タ イ の 著作 を 70− 100年 ， た

ぶ ん 80− 95年 と し て い る
。

　（3） 著作 の 場所 （PP・138− 147）

　著者 は マ タ イ福音書 とア ン テ オ ケ の 関 係

を示 す 十 の 事柄 を挙 げて い る
。

し か し
， 我

我 は 初期 キ リ ス ト教 に つ い て ， 特 に 70年 か

ら 100 年 の キ リ ス ト教に つ い て 僅 か しか 知

らな い の で ， 非常に 強い 確 か さを も っ て 主

張で きな い と し て い る 。

　 注 　解

　本書の 特色をよ く示 し て い る と思わ れ る

箇所 を四 つ 紹介す る
。

第
一

巻

　（1） 1 ： 1　表 題

　 B 〜βλ09 　γ
εレξσεω 9　

’1ησoD 　X ρeσi’oD 　ufoO

△α ひ〜δ vioD
’
A βρα 託μ，

　B〜βえog 　rεv6 σεevs とVN

う語 は ， 七 十人 訳 で は 創 世記 2 ： 4 と 5 ： 1

に の み見 出 され る 。5 ：1で は s∈per　t616d6t

の 訳 で ， ア ダ ム の 子孫の 表が こ れ に続 く。

それ に対 して
，

マ タイ で は イ エ ス の 先祖 の

表 が続い て い る 。 創 世記 2 ： 4 で は t616d6t

の 訳 で ， こ れ は 系図で は な く，
1 ： 1−2 ： 3

の 天地 創造物語 の 結 び か （近 年の ほ とん ど

の 注解者）， 2 章の 男 と女 の 誕生 の 物 語 の

初め を示 して い る （七 十人 訳 ）。 さ らに ， 七

十人訳 に お い て は 系 図 を導入す る た め に ，

β〜βえ09 γε泥 σεω 9 で な く，
α δτα ζ α ξγεγ6σ εζ9

が 非常 に 多 く使 わ れ て い る こ と を著者は指

摘 し て い る （創 6 ：9 ； 10 ： 1 ；11 ： 10， 27

；民 3 ： 1 そ の 他）。
2 ： 4 に お い て ， βii9λog

γ
εvE σ εtu9 が物語 に 関係 し て い る だ け で な

く （P ま た は J の 創造物語 ）， 5 ：1 に おい

て も同様 で あ る 。 す な わ ち ， 5 ： 1−32 に お

い て も， ア ダ ム と エ バ の 創造に加 え て
， 昔

の 人 々 の 時代 と神 が エ ノ ク を取 上 げ た も う

た こ とが 述 べ られ て い る 。 創世記 の ギ リ シ

ァ 語 訳 に よ く通 じ て い た 人 々 は
， β〆βえog

γεvE σ εω 9 に よ っ て ア ダム の 系図以上 の こ と

を考 えた で あ ろ う。 原始時代
一

般 に 思 い を

致 した で あ ろ う。 著者は こ の よ う に 述 べ
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て ， マ タイ は 冒頭 の 語 に よ っ て ， 宇 宙 と ア

ダム お よび エ バ の 創造 と メ シ ア に よ っ て も

た ら さ れ た新 し い 創 造 の パ ラ レ ル を 引 き出

そ う と して い る と言 っ て い る
。 さ ら に

，
七

十 人 訳 の 最初の 書が マ タ イの 時代 ま で に

γEVEσc9 （Genesis）と呼 ば れ て い た こ と を著

者 は 多 くの 証拠 を挙 げて 示 し ，
マ タ イ は 確

か に イ エ ス の 物 語 を創世 記 の 物語 の 対 を

な す もの と して 据え よ う と し た と 主 張 す

る 。 そ し て
，

1 ： 1 の ，eiβλos は 福 音書全 体

の タ イ トル とす る の が 一
番 自然だ と し ， こ

れ は 当 時 の ユ ダ ヤ 教 の 著作 の 習慣 に 従 っ た

もの と して い る 。 そ して 1 ： 1 を 「ア ブ ラ

ハ ム の 子 ， ダ ビ デ の 子 ， イ エ ス ・キ リ ス ト

に よ っ て 成就 され た 新 し い 創世 記 」 と解釈

し て い る 。

　 著者 は ， マ タ イ の 最初 の 二 語 （β！βλ09

γε蛎σ ‘ω 9）が創世 記 5 ：21 の 系図 と も関係

し ， ま た マ タ イ 1 ： 18 に r6vεσ e9 （こ こ で

は第
一

に 起源 ， ま た は 誕 生 を意味す る ） と

い う語 が再 び 出 て く る こ とか ら， こ の 二 語

が イ エ ス の 誕生 の 物語 に 特 に 言 及 し て い る

こ と を考 え さ せ る と して い る 。 著者は J．C ．

Fenton が 1 ： 1 を望遠鏡の 譬 を用 い て 解

釈 し て い る の を次 の よ うに 引用 し て 賛成 し

て い る （The 　GvsPd 　ofSt 　Jfatthe’し
，
，
19772

P．36）。

「1 ： 1 は マ タ イ が 書 き 始 め よ う と

す る こ と を含 む よ うに 拡 大 さ れ る こ と が で

き る 。第
一

に ， す ぐ続 く系図 を含 み ， そ れ

か らイ エ ス の 誕生物語 に言及 し ，

……第三

に 「歴 史 」， す な わ ち ，

「（イ エ ス の ）生 涯 」

を意 味 し ， 最後 に ， イ エ ス が マ リ ア の 胎 に

宿 っ た こ と に よ っ て 始 ま り ， 再臨 に よ っ て

完成 され る新 しい 創造全体 に言及 して い る

と解 す る こ と が で きる 」。

　 次 に 「 ダ ビデ の 子 」 は ， ラ ビ に と っ て
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「 メ シ ァ 」 を示す標準 的 な語 で あ っ た こ と

を著者 は 示 す 。 新 約聖書 の 著者の 中で マ タ

イ が 「 ダ ビ デ の 子 」 と い うこ とを最 も強調

して い る こ と を指摘 し ， こ れ は メ シ ア が来

た と い う終宋論 に 関係 し て い る と言 っ て い

る 。

　 最後 に 著 者 は ，

「 ア ブ ラ ハ ム の 子」 は メ

シ ア 的 な 称 号 で は な く ，
ユ ダ ヤ人 の 血統 に

属 す こ と を示 す と し て い る 。 著 者 は ， ダ ビ

デ を 「ア ブ ラ ハ ム の 子」 と呼 ん で い る と解

す る こ と も文 法 的 に は 可能 で あ る が （口語

協会訳 参 照）， イ エ ス に つ い て 言 及 し て い

る と し ， そ して 両 方 の 意味 が ふ さわ し い と

して い る 。

「ア ブ ラ ハ ム の 子 」 に つ い て は ，

イ エ ス 自身 が真 の イ ス ラ エ ル 入 ， ア ブ ラ ハ

ム の 子 孫 で な けれ ば な ら な い こ と を意 味 し

て い る と言 っ て い る 。 ま た ， 1 ： 1 は ア ブ

ラ ハ ム か ら メ シ ア まで を含 み ， イ エ ス が族

長 で 始 っ た 歴 史 の 頂点 に 立 つ と考 え る の が

自然 で あ る と し て い る 。 著者は さ らに ， こ

の 表 現 に そ れ 以上 の 意 味 を認 め て い る 。
こ

の 表 現 は マ タ イ で は こ こ だ け に 見 出 され ，

マ タ イ は こ の 語 に よ っ て 異邦人 の 救 い に 対

す る 彼の 関 心 を示 して い る と著者 は 指摘 す

る 。 ア ブ ラ ハ ム 自身 生れ か ら言 え ば異 邦人

で あ り， そ し て 旧約 聖書 に は ，

「地上 の 氏

族 は す べ て あ な た （＝ア ブ ラハ ム ） に よ っ

て 祝福 に 入 る 」 と約 束 され て い る か らで あ

る と述 べ て い る （創 12 ： 3 ；18 ；18）。

　 （2） 5 ： 17− 20　イ エ ス は律法 を成就する

　 こ の 箇所 は ， 主 と し て prokatalepsis ， す

な わ ち ， 反 論 を予想 し た 言 葉 で あ る 。 ま

た ，
5 ： 21− 48 へ の 導 入 ， あ る い は 序 文 と し

て
， 読者が 二 つ の 誤 ち に 陥 らな い よ うに 意

図 し て い る と著 者 は 誘 っ て い る 。 第
一

に ，

あ とに 続 く六 つ の 段 落 が 律法 に 対 す る 論
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争 ， 少 くと も二 つ
， ま たは 三 つ の 場合 は

律 法 を廃 止 し て し ま お う とす る論 争 で あ る

と解釈 され て は な らな い と著者 は 言 う。 そ

うで は な く ， イ エ ス は律 法 を 支持 し て お

り， イ エ ス とモ ー セ との 問 に は真の 衝突 は

あ りえ な い と主張 して い る
。 第二 に ，

5 ；

17− 19 に 宣 言 され て い る
一

致 に もか か わ ら

ず ， 5 ：20 は ， イ エ ス が 弟子 た ち に 要求 し

て い る こ とは （学者 とパ リ サ イ 人 に よ っ

て）律 法の 要求 と して 伝統的 に考え られ て

い た こ と を越 え る もの で あ る こ とを我 々 に

告げ る と著者は 解す る 。 こ の よ うに ， 過 去

と の 連続 もあ る が
，

メ シ ア は また 新 し い も

の を もた らすの で あ り ， 5 ： 21−48が 律法 以

上 の こ と を要求す る た め に律 法 の 文字 を越

え る こ とは驚 くべ き こ とで は ない
。 著者は

以 上 の よ うに
，

こ の 箇所の 根本的 な 意味 を

明快 に 示 して い る 。

　著者 は 17節 の 「わ た しが来 た の は 律法 や

預 言者 を廃止 す る た め だ ， と思 っ て は な ら

な い
。 廃止 す る た めで は な く完成 す る た め

で あ る 」 を復 活以前 の イ エ ス に 帰 す る こ と

は 問題 に な ら な い こ とで は な い と して い る

が ， 初期 教会 に お け る モ
ー

セ の 律法 の 地 位

に つ い て の 議論 に か ん が み ， こ れ を い わ ゆ

る ヘ レ ニ ス ト，
パ ウ ロ とそ の 弟子 た ち ， 異

邦人 キ リス ト者 に帰 して い る。 ま た ， イ エ

ス を神 の 律法 に 反対す る 者 ， 終末的 な偽 り

者 ， あ る い は 偽預 言者 とす る ユ ダ ヤ人 の 中

傷 に 対 す る ユ ダ ヤ 人 キ リ ス ト者 の 答 え と も

取 れ る と して い る 。

「律法 と／あ る い は預 言者」 と い う 表 現 は

聖 書を 意味す る伝統 的 な 言 葉で あ る 。

「律

法 」 は 五 書 を， 「預 言 者 」 は それ 以 外 の 部

分 を指す （ル カ 16 ： 29
， 31参照）。 そ し て ，

マ タイ に と っ て 律 法 と預言者 は ， 統
一

され

た預言者的証 し を形成 して お り， イ エ ス は

律法 と預言 者の 両方 を成 就 した と マ タ イ は

解 し て い る と著者は言 っ て い る 。

「わ た しが 来 た の は律 法や 預 言 者 を廃 止 す

る た め だ ， と思 っ て は な らな い 」 （17a） と

い う言葉 と17節全体の 難問 は
，

πληρ6ω の 意

味 で あ る と著者は 言 っ て い る 。 こ の 語 は マ

タ イ に 16回 ，
マ ル コ に 3 回 ，

ル カ に 9 回 使

わ れ て い る 。 ふ つ うこ の 動 詞 は 「満 た す 」

と訳 され る 。 しか し ， 著者 は こ の 動 詞 の 可

能 な解釈 の 範囲 が 非 常 に 広 い と し て 九 つ の

解釈 を 挙げ て い る
。 そ の 中で

，

「 イ エ ス は

古 い 律法 を越 え る 新 し い 律法 を もた ら す こ

とに よ っ て ， 律 法 を成 就 す る
， あ るい は ，

完成す る 」 とい う 解釈 と ，

「満 たす 」 とい

うこ とを終 末論的 に解 し ，

「律法が 期 待 し

た telos （完 成）， す な わ ち ， メ シ ア が来

て ， 律 法 の 決 定的 な 意味 を啓示 した」 とい

う解釈 を中心 に 据 え て い る
。 そ の 根拠 と し

て 次 の 四 つ の こ とを挙 げ て い る 。〈1）マ タ

イ は ， イ エ ス に よ る 旧約 の 預言 の 成就を

π ληρ6ω と い う動詞 で し ば しば 示 し て い る

（定形 引用 （formula 　qotations）− 1 ：22f．

；2 ： 15
，
17f．；8 ： 17 そ の 他）。 （2）5 ： 17 に

お い て ，

「律法 」 に 「預 言者 」 が加 え られ て

お り， 福音 書記者 は預言 の こ とを考 え て い

る
。 （3）11 ： 13 （Q よ り きた 節 ）が，律 法 が

預言 す る こ とを示 す よ うに 編集 され て い る

（「預言者 と律法は ヨ ハ ネの 時 ま で 預 言 し

た 」）。
こ の こ とは律 法 が預 言者 と同様成 就

され る こ と を意 味 し て い る 。 （4） 5 ： 18 の

εω 9ft
’
V　 rrdv τα γEpηταe （「す べ て の こ と が

起 る まで 」） は ， た ぶ ん す べ て の 預 言 さ れ

た 出 来 事 を指 し て い る で あ ろ う （24 ： 34−

35参照）。
こ の こ と も 5 ： 17− 20 にお い て マ

タ イ が 預言 に 関心 を持 っ て い る こ とを示 し
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て い る
。 以 上 に よ っ て 著者 は ， イ エ ス が

「
私は ……成就す る た め に 来 た 」 と宣言 し

た時 ， そ の 方は 「彼の 新 しい 教 えが ，律法

が期待 し ， あ る い は預 言 した こ とを成就 し

た 」 こ とを意味 した と解釈 し て い る
。

　 著者 は ， 律法 を理解 す る た め に こ の こ と

は何 を 意味 す る か と い う問 い を出 し ， 次 の

よ うに 結論 す る
。 （1） 律法 と預言者 を成 就

す る 方 は ， そ の 方 が注 目の 中心 に 立 た ね ば

な らない 限 り ， それ らに と っ て 代 る 。 指 し

示 され る もの （イ エ ス ） は そ れ を指 し示 す

し る し （律 法 と預言 者） よ り当然 重要 で あ

る 。   　も し律法 が 成就 され る とすれ ば，

成 就 され た ゆえ に 取除 か れ る とい う こ とは

な い 。成就 され た とい うこ とは 律法 の 真理

を確証 す る もの で あ る
。 む しろ 律法の 言葉

は 神 の 言 葉 で あ り続 け る （15 ：4）。
マ タ イ

は イ エ ス をモ ーセ の よ うな終末的 預 言者 と

考 え た （17 ： 5 ； 申命記 18 ： 15−20）。 そ れ

ゆ え律法の 成就 と い うこ とは マ タ イ の 神学

に 適 した こ と で あ っ た 。 こ の よ うに 著者は

17節か ら マ タ イ の 神学 の 中心 を引出 して い

る が ， それ は強 い 説 得力 を も っ た 議論に 基

つ い て い る 。

　 5 ： 17−20 は イ エ ス が律法 を廃 止 した とい

う嫌疑 を否 定 し て い る の で ，
5 ：21−48 を先

取 り し て そ の 序言 の 役割 を し て い る
。 そ し

て ， こ の ペ リ コ ペ ー
は 律 法 を支 持 す る こ と

に よ っ て 二 重 の 効果 を持 つ と著者は 主張 す

る
。 第

一
は 律法 を捨て た とい うキ リ ス ト者

で ない ユ ダヤ人 に よ る 非難か らイ エ ス とマ

タ イ を守 り， 第二 は イ エ ス が彼 に 従 う者た

ち を律 法 か ら自由に し た とい う初 期 キ リ ス

ト者に よ っ て な され た主張 か ら守 る こ とで

あ る 。
マ タ イ に と っ て 旧約聖 書 は 今 もな お

生 きて い る神の 言で ある
。

「あなた が た の
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義が律法学者 や フ ァ リサ イ 派 の 人 々 の 義に

ま さ っ て い な けれ ば ， あ な た が た は決 し て

天 の 国 に 入 る こ とは で きない 」 とい う20節

の 言葉は ， こ れ に続 く段落 に お け る イ エ ス

の 言葉 が律法 自身 が要求す る よ り も っ と多

くの こ とを要求 する こ とを先取 り し て い

る 。そ れ は ， 5 ：48 が 明 自 に示 し て い る と

お り ，

「完全 」 に対す る 要求で あ る 。
マ タ

イ に と っ て こ の よ うな要求 は モ ー セ に よ っ

て 同 じよ うに は命 じ られ な か っ た と著者 は

述 べ
， こ の 福音書の 律法観 を明 ら か に して

い る 。

第二 巻

　 （1） 9 ： 9− 13　マ タ イ の 召 し

　 こ の ペ リ コ ペ ー
は ， 様式史的研究か ら見

れ ば論争物語 に 属 す。 こ の よ うな物語 に お

い て は ， イ エ ス の 敵対者がイ エ ス の 言葉や

行 い に 反 対 す る 。

　 9 節 　イ エ ス は そ こ を た ち ， 通 りが か り

に
，

マ タ イ と い う人が 収税 所 に座 っ て い る

の を見 か け て ，

「わ た し に従 っ て きな さい 」

と言わ れ た 。 彼 は 立 ち 上 っ て イ エ ス に 従 っ

た 。

　第
一

福音書 に お い て は
，

マ ル コ 福音書 に

お い て レ ビ と呼 ばれ て い る徴税人 が マ タ イ

と呼 ばれ て い る 。 こ れ に つ い て 著者は 六 っ

の 説明 を紹介 し
， 確定する こ とは で きない

と し て い る が， そ の 中で 最 も可 能性 の あ る

もの と して 次 の 二 つ を挙 げて い る 。 （1） 第
一

福音書 の 著者は レ ビが 十二 使徒 の 中に 入

っ て い な い こ とに 気付い た （10 ：2−5par ．

参照）。 もし彼が ，イ エ ス に よ っ て 特に 召

され た 者が 十 二 使 徒 の 一人 で な け れ ば な ら

な い と信 じた な ら （4 ： 18−22 参照），
マ ル

コ 福音書の レ ビ を十 一＝ 使徒 の 一 人 と同
一

視

し な ければな らな か っ た で あろ う。 そ の 場
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合 ，

「マ タ イ 」 とい う名 は ， 他 の 名 と 同様

使 い うる名 で あ っ た 。 （2） 第
一

福音書 の 著

者 と彼 の 読者 は レ ビに関心 を持 っ てい な か

っ た が ， 彼 ら は 彼 らの 教会 と そ の 伝承 に 関

係 し て い た マ タ イ を知 っ て い た 。 それ ゆえ

レ ビを マ タ イ に 変え た 。

　 10節 に お い て ，
マ タ イ福 音書 は マ ル コ

，

ル カ と 違 っ て ，

「彼 の 家 で 」 （Ev 嬬 0〜κ砥

α ，」τoD）で は な く，

「家 で 」 （ξP τガ o 〜κ忽）と

だ け記 して い る 。 多 くの 注解 は こ れ を マ タ

イ の 家 と解釈 して い る が ， 著者 は イ エ ス の

家 ， あ る い は む しろ ， イ エ ス が滞 在 して い

た ペ テ ロ の 家 と考え た 方が 文脈 に 合 っ て い

る と し て い る
。

「わ た しに 従 い な さ い 」 と

イ エ ス が 言 っ たの に 対 して ，

「彼 は 立 ち 上

っ て イ エ ス に従 っ た 」 と記 され て い る こ

と ，

「
徴税 人 や罪 人 も大勢や っ て き て ， イ

エ ス や 弟子 た ち と同席 し て い た 」 とい う言

葉 もイ エ ス が ホ ス トで あ っ た こ と を示 し て

い る 。

　 こ こ で 「罪人 」 と言 わ れ て い る 人 々 は

「地 の 民 」 Camme 　ha− ’

ares ） で は な く，

む しろ 悪人 ， （regacSm ）， す な わ ち ， 他の

人 々 の 目に は 律法 を捨 て
， イ ス ラ エ ル に対

す る 神 の 契 約 を否 定 し た人 々 と見 え る 人 々

を意 味す る
。

こ の こ と が
，

「罪人 」 が異邦

人 とほ とん ど同 じ よ うに呼 ばれ て い る こ と

を説明す る （5 ： 47 と ル カ 6 ： 33 を 比較 せ

よ）。
マ タ イ の こ の 文脈 に お い て は ，

「罪

人 」 は ， イ エ ス が 罪 を赦 した こ とを記 し て

い る前の 段 落 を思 わ せ ， テ
ー

マ の 結合 を示

し て い る
。 す なわ ち ， イ エ ス が罪 を赦 した

後 ， 罪 人 た ち と食事 を共 に し た こ と を示 し

て い る
。 食卓 に お け る イ エ ス の 交 わ りは ，

赦 し に つ い て の 彼の 言葉が 単な る 言葉以上

の もの で あ る こ とを我 々 に示 し， こ の こ と

は イ エ ス の 復 活 以前 の 働 きに つ い て の 最近

の 議論 に お い て 大 きな役割 を果 し て い る と

著者は言 っ て い る
。 第

一
は 終末論に関係す

る
。 イ エ ス が参加 した 祝宴は ， 彼 に と っ て

も ， 他 の 人 々 に と っ て も ， た ぶ ん 神 の 国 の

先取 り の 経験 と解釈 され た で あ ろ う （9 ：

15参照）。 第二 は ， イ エ ス が 社 会 か ら 見捨

て られ た 人 々 と共 に食事 をす る こ とに よ っ

て ，預 言 者的 象徴 行為 を行 っ て い る と い う

こ とで あ る
。 彼 は ， 神 の 憐れ み を受け る 機

会 が イ ス ラ エ ル の す べ て の 者 に 開 か れ て い

る こ とを告知 し て い た の で あ る
。 それ は

，

（た ぶ ん 特 に ？）契約 を捨 て て ， 多 くの 敬

虔な ユ ダ ヤ人 に 軽 べ つ され て い た人 々 を含

ん で い た で あ ろ うと著者 は復 活以 前 の イ エ

ス の 働 きに つ い て 述 べ て い る 。

　ll節に お い て ， フ ァ リサ イ派の 人 々 が
，

イ エ ス の し た こ と を見 て ， 弟子 た ちに 厂な

ぜ
， あ な た た ち の 先生 は 徴税 人 や罪 人 と一

緒 に食 事 をす る の か」 と非難 し た の に 対

し ， イ エ ス は 「
医者を必 要 とす る の は ， 丈

夫 な人 で は な く病 人 で あ る
。

「わ た しが 求

め る の は 憐み で あ っ て ，
い け に え で は な

い 』 とは ど うい う意味 か ， 行 っ て学び な さ

い
。 わ た しが 来 た の は ， 正 し い 人 を招 くた

め で は な く， 罪人 を招 くため で あ る 」 と答

え た （12− 13節）。

「
わ た しが求 め る の は 憐

み で あ っ て ， い け にえ で はな い 」 は ，
ホ セ

ア 6 ：6a か ら の 引用 で ，
マ ル コ

， ル カ の 並

行記事 に は な い
。 多 くの 現 代 の 注解 者 は

，

イ エ ス は こ こ に お い て 厳 密な 律法遵守 に 対

し て 憐み を強調 して い る と解 釈 し て い る 。

し か し ， こ の 解釈 は 弟子 た ち に 律法 違反 の

罪 が な い とイ エ ス が主 張 して い る 12 ： 7（編

集 ） に お け る 同 じ句の 引用 を説 明 す る こ と

が で きな い と著者 は 主張 す る 。 こ こ に お い
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て ， ホ セ ア の 句 は ，神 ご 自身 が 憐 み深 い 方

で あ る か ら ， 安息 日の 戒 め もこ の 見地か ら

見 られ な けれ ば な ら な い と い う意 味に 解 す

る G ．Barth の 見解 に 著者 は 賛成 す る 。

9 ： 13 に お い て も ， ホ セ ア の 引用 は 同 じ意

味 を持 っ て い る と著者 は 主 張す る 。 も し イ

エ ス が 自分 に 汚 れ を もた らす罪人 との 交わ

り を躊躇 し な い と すれ ば ， そ れ は 神 ご 自身

が恵 み深 く， 憐み 深 い 方 で あ る ゆ え に
， 我

我 も憐 み を示 す こ とを欲 し た も うか ら で あ

る とイ エ ス が 主 張 し て い る と解釈 され る 。

　 こ の 解 釈 だ け で は ，

「い け に え」 が何 を

意味 す る か を説 明 す る こ とが で きな い こ と

を著者は 認 め ， 次 の よ うな 解釈を加 え て い

る 。
マ タ イ に と っ て どλε09 （憐み ） は ， ホ

セ ア 書 の ヘ ブル 語 が besed（真 実 な愛） で

あ る の で ， 彼 も預言者 と同 じ よ うに 解釈 し

た で あ ろ う 。 そ れ ゆ え ，

［
内的 な 信仰 と 契

約に 対 す る 心 か らの 忠誠 を欠 い た 祭儀 は 無

益 で あ る 」 とイ エ ス が 彼 ら に 警告 し た こ と

に な る
。

こ の 解釈 に よ る と，
パ リサ イ入 は

彼 らが 尊 敬 し て い る と考 え て い る 神 か ら遠

く離 れ ， イ エ ス に お け る 神 の 働 きを妨 げて

い る こ とに な る。

　 （2） 16 ： 13−20 　メ シ ア で あ り 神 の 子 で

　　 あ る イ エ ス がそ の 教会を創設 す る

　 こ れ は フ ィ リポ ・カ イ サ リ ア 地 方 に お け

る イ エ ス に 対す る ペ ト ロ の キ リス ト告 白の

記 事 で あ る が，著 者 は マ ル コ の 記事 と の 違

い を九 つ 挙 け て い る 。 そ の 中で
一

番 大 きな

点 は ，
16 ： 17− 19 の ペ ト ロ に 対 す る 祝福 と

教 会 創設 の 言葉 が マ タ イ の み に 記 され ，
マ

ル コ お よ び ル カ の 並 行記事 に 欠 け て い る こ

と で あ る 。 著者 は こ れ に つ い て 伝承 史 に 対

す る 三 つ の 接近 法 を紹介 し て い る 。〔1）マ タ

イ は マ ル コ
，

ル カ よ り古 い 伝承 を伝 え て い
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る
。 （2）マ タ イ 16 ： 17− 19 は 本来 こ の ペ リ コ

ペ ー
に 属 さず ， 他 の 背景 に 属 して い た 。 た

と え ば
，
O ．　Cullmann は こ れ を 最後 の 晩

餐 の 脈絡 に 置 い た 。 復活 物語 に 結 び つ け る

者 は 多い （E．Staufferそ の 他）。 （3）16 ： 17

− 19を編 集 に帰 す る。

　著者は こ の う ち ， 第 3 は
一

番可能性が な

い と し て ， 多 く の 理 由 を挙 げて い る 。
マ タ

イ が こ こ だ け に 使 っ て い る 語 が 多 く， ま

た ， 他 の 編集 部分 よ り多 くセ ム 語 風 の 表 現

を持 っ て い る こ と もそ の 理 由で ある 。 第 2

の 立場 に も同様 に問題 が ある こ とを著者 は

指 摘 す る 。
17 −19 節 は 筋 の 通 っ た 結 論 を示

し て い る
。 精巧 に作 り上 げ られ て い る 構成

は ， 異質な 言葉が 釣 合わ ない ま ま結び つ け

られ た もの で な い こ と を示 して い る
。 建築

に 関す る比 喩的表現 （門，鍵 ，岩 の 上 に 建

て る ） が ま とま っ て い る こ とは ， ダ ビデ的

な メ シ ア ニ ズ ム と共 に こ の 推測 を強化 す

る
。 著 者 は 17 −18 節 ，

あ る い は 17節 ， 18節

が夫 々 独 立 に存在 した か ど うか を疑 うと言

っ て い る 。

　著 者は さ らに ，
マ ル コ 8 ： 27− 33が マ タ イ

16 ： 17− 19 と一致 しな い とは考 え な い
。 こ

の 二 つ の 伝 承 は ， も し真 正 な歴 史 で あ る と

す れ ば， 異な っ た 二 つ の 機 会 に さか の ぼ る

も の で は な い
。 我 々 が 考 え て い る よ うに ，

イ エ ス が 自 らをメ シ ア と信 じて い た が ， 伝

統 的 な 多 くの 含蓄 と異 な っ た 老 え を持 っ て

い た とすれ ば ， イ エ ス が さ らに進ん で 自ら

の 受難 を語 っ て も不思 議 で は な い と著者は

主 張 す る
。

　 著者 は ，
マ ル コ が マ タ イ 16 ：17− 19 と同

様 の 部 分 を除 い た理 由 に つ い て も言及 し て

い る
。 著者は ，

ペ トロ と彼 の 権威 に つ い て

初期 教会 に 感情的な 論争 が あ っ た こ と （使
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徒言行録 11 ； 1−3 ；第
一

コ リ ン ト1 ： 12 ；ガ

ラ テ ヤ 1 ：18−2 ：21） を挙…げて い る 。 ま た ，

教会 の 土 台 は キ リ ス トで あ っ て
，

ペ トロ で

は ない とい う
一

致 した意見 が あ っ た とす る

と ， あ る 人 （マ ル コ また は そ の 先行者）が

マ タ イ 16 ： 17−19 に 問題 が 潜在 し て い る と

考 え ， そ れ ゆ え に 除 い た とい う状況 を考 え

出す の に僅か の 想像 しか 必 要 が な い と言 っ

て い る 。 著者は ま た ，
マ ル コ 8 ： 27− 30は奇

妙な テ キ ス ト で あ る と い う印象 を与 え る こ

とを指摘 して い る 。 イ エ ス が 問題 の 議論 を

促 し た 後 ， イ エ ス が キ リス トで ある と い う

教会 の 告 白に 対 して ， 沈 黙 とい う説 明不可

能 な命令 を与 え た こ と に な る 。

　著者 は ま た次の 点 を指摘す る 。 30節 が マ

ル コ の 編集 とす る と （多 くの 現代 の 学者 の

見解）， こ の 物語 は 29 節で 終 る か （こ の 場

合 は イ エ ス の 応答 は な い こ とに な る ）， あ

る い は 31ff．で 終る こ とに な る （こ の 場 合

は主 題 の 突然の 変化 が起 る ）。 以上 の 見解

に 代わ り うる た だ
一

つ の こ と は ， イ エ ス の

反応 が失 わ れ た とい うこ とを仮 定す る こ と

で あ る （W ．G ．　Kifmmel 　 The 　 Theology 　 of

the 　IVT
，
　P．69）。 し か し それ な ら ， なぜ マ

タ イ 16 ： 17− 19 が 失 われ た イ エ ス の 反 応 を

保持 して い る とい う可能 性 を考 えな い の か

と著者は 問 う。

　著者 は マ タ イ 16 ：13−20 と共通 の 伝承 を

ヨ ハ ネ福 音書 か ら引 き出 し（1 ：35−42 ；6 ：

14， 67 ， 69 ， 65 ， 63 ； 21　： t5−17 ；6 ：70− 71 ；

20 ：23），
ヨ ハ ネ は マ タイ に 近 い フ ィ リポ

・カ イ サ リア に お け る ペ ト ロ の 告 白を知 っ

て お り，
い くつ か の 箇所 で そ れ を利用 し て

い る と述 べ て い る 。

　 以 上 の よ うに ， 著者 は マ タ イ 16 ：13−20

が
，

ペ ト ロ の 告 白の 早期 の 記 述で あ る と し

て い る
。 そ し て

，
R ．　Bultlnann が全 部の

物語 が 復活節 の 物 語 で あ っ て
， （た ぶ ん マ

ル コ にお い て は じ め て ） 地 上 の イ エ ス に さ

か の ぼ ら され た とす る こ と に 反 対 して い

る
。
R ．　 Bultmann が

，
ペ トロ の 復活節経

験 の 時が初期 教 会の メ シ ア 信 仰 が 生れ た 時

で あ る と信 じ て い る の に 対 し ， 著者 は 補 説

XII （II，　PP ．594−601）にお い て ， 多 くの 資

料 に基 づ い て ， 生 前の イ エ ス が メ シ ア と し

て の 自覚 を持 っ て い た こ と を 肯定 し て い

る 。 イ エ ス は ， 「私 は ユ ダ ヤ 人 の 王 で あ る」

と宣 言 し な か っ た と著者 は言 っ て い る が
，

一
世紀 の メ シ ア 観 の 多様性 を指 摘 す る と共

に ， イ エ ス の 働 き の 多 くの 中心 主題 ， あ る

い は 特 徴が一
握 りの テ キ ス ト （サ ム エ ル 下

7 ： 4− 17 ； イ ザ ヤ 42 ： 1−4 ；52 ： 7 ；62 ：1−4）

に 直接関係 して お り， こ れ らは 一
世紀 の ユ

ダ ヤ 人 に と っ て は 終 末論 と （ダ ビ デ的 ） メ

シ ア に関係 して い た と主 張 して い る 。

　 著者 は さ らに ，
マ タ イ 16 ： 13− 20 の 記事

は イ エ ス の 生 前 の 出来 事 で あ る こ と を多 く

の 理 由を挙 げ て 主張 して い る 。 た とえ ば ，

CK ．　 Barrett が ，

「 イ エ ス ・ キ リ ス ト とい

う既 に据え られ て い る 土 台を無 視 して
， だ

れ もほ か の 土 台 を据 え る こ と は で き ま せ

ん 」 と い うパ ウ ロ の 言 葉 （第
一

コ リン ト 3

： 11） は ， シ モ ン が ケ フ ァ （岩 ，ペ ト ロ は

そ の ギ リ シ ア 語 訳 ） と い う新 しい 名 を与 え

られ ， イ エ ス が そ の 教会を こ の ケ フ ァ の 上

に 建 て る と約 束 し た とい う伝承 を たぶ ん背

景 に して い る と 言 っ て い る （The 　First

El 》istle　to 　the 　Corinthians　pp ．87f）。 　著

者は こ れ を引用 し て ， も し Barrett が 正

し けれ ば ，
16 ： 13− 20 の 重要 な 部分 の 原初

的性 格 が確立 され る と して い る 。

一
方 ，

こ

の 記 事がイ エ ス の 生 前の 出来事 で あ る こ と
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に 対 す る有 力な反論 を も著者は 考慮 し て い

る 。 すなわ ち ，
δκκ初σ 〜α とい う語 が 正 典福

音書 に ご 回 しか 用 い られ て い な い と い うこ

とで あ る （マ タ イ 16 ；18 ；18 ： 17）。 こ れ

に 対 して 著者 は ，
δκκ初σ ピα とい う語は 編集

に 属 し，神殿 （マ ル コ 14 ：58 ； ヨ ハ ネ 2 ：

19−21参照），あ る い は 同類 の 語 が も と の 形

で あ っ た か も知れ な い と し て い る
。

あ る い

は ， 集会，会衆 を意 味す る K6nigtE ’
q6hcls

’
，

sibbara
’

な ど の ア ラ ム 語 ，
　 s6d

，
　 yahad ，

｛

∈da， （
’

alll ）haqqahal な ど の ヘ ブル 語 を

想 定す る こ と が で きる と し て い る 。

　 こ の ペ リ コ ペ ーの 緒論 の 結び に お い て ，

マ タ イ 16 ： 17−19 が イ エ ス に さ か の ぼ る と

い う こ とは ， 躊躇な しに は肯定 で きな い と

し て い る
。

し か し， 著者は こ れ を主 に さか

の ぼ らせ る こ とに 反対 す る 議論 は ， しば し

ば考 え られ る ほ ど説得的 で な い よ うに 見え

る と し ， そ の 反 対 を示 す重要 な 諸点が あ る

こ と を主張 し て い る 。 そ し て ， 16 ：17−19

は フ ィ リポ ・カ イ サ リ ア に お け る 出来事 に
　　 　　 　 　　 　　 　 　コ　　　　　　　の　　　■　　　■　　　■
も と もと結び つ い て い たか も知れ な い

， そ

し て こ の テ キ ス トは イ エ ス の 生 涯 に 対 し て

重要 な 一
瞥 を与 え る か も知れ な い と い う語

で 結ん で い る 。 　　　　　　 （平 野 　保 ）

　 C
’
al

’
vin

’

s　（JoncePt　o／ the 　La τci
，
　by　L

　 John　Hesselink．（Allison　Park，
　PA ：

　 Pickwick　Publications，1992 ）

　 ヘ ッ セ リ ン ク教授 と言 え ば ， 東 神大関係

者 ， 改革派 ・長 老 派教会に お い て の み な ら

ず，各方面 の 方 々 が 知 っ て い る米 国の 教育

者 ・神学者， 更 に 宣教者で あ る
。 教授の プ

・ロ フ ァ イ ル を こ こ で 改 めて 紹介を する こ と

は 省 こ う と思 うが ， こ の 本 を理 解す る た め

に手 助 け とな る 点 に 限 っ て 最初 に述 べ させ
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て 頂 きたい
。 な お ， 詳 し くお知 り に な りた

い 方は ， 本書の 裏表紙の 内側 に詳細 な経歴

が 記 され て い る の で ， そ ち ら を ご 覧に な ら

れ たい
。

　 Dr ．　 L　John　Hesselink は， 米 国改革派

教会 （Reformed 　Church 　 in　America ）に

属 す る 神学 者で あ る が
， こ の 教派 は ， も と

は オ ラ ン ダ改革派教会 （Dutch 　RefQrmed

Church ）と呼 ばれ た よ うに ， 主 に 米国 に移

民 して きた オ ラ ン ダ人 た ち の 手 に よ っ て 建

て られ た教 派 で あ る 。 今 日 ， こ の 群れ は北

米 キ リ ス ト教 改 革 派 教 会 （Christian　 Re −

formed　Church 　in　NQrth 　America ）とプ ロ

テ ス タ ン ト改革 派教 会 （Protestant　 Re −

formed 　 Church ）の 合計 三 派 に分 か れ て い

る 。 そ れ ぞ れ の 特色 を言 え ば ，
R ．C．A ．

，
　 C．

R ・C ・， P・R ．C ・， の 順 に
， くだ けて 言 え ば 神

学 が 「
保守的 」 な 色彩 を濃 く して い く 。 こ

の 点 を理 解 して お くこ と は こ の 本の 理 解に

役立 つ と考え て も う少 し言及 して お くが ，

R ．C ．A ．は エ キ ュ メ ニ カ ル な 運 動 に 積 極

的 で あ り， こ の 人 々 が ， G ．H ．　F ．フ ル ベ

ッ キ ， S ．R ．ブ ラ ウ ン ，
　 D 、B ．シ モ ン ズ ，

J ．H ．バ ラ を 日本 に 送 り ， 日本 伝道 の
一

つ

の 礎 を築 い た こ と は 衆知 の こ とで あ る 。 現

在 も ロ本に 十数名 の 宣教師 を送 り続 け て お

り ， そ の 驚 くべ き宣教 姿勢 と財政 的貢 献 は

特筆 に 値 す る 。
ヘ ッ セ リ ン ク教授 も20年 の

日本 で の 宜教 ・神 学 教 育 に あ た られ ，今 日

こ の グル ープ の 『教会博 士 』 に 任 じ られ て

お り， ウ エ ス タ ン 神学大学 で の 教授 の み な

らず， 当教会 の 神学的な ア ドヴ ァ イ ザ ー
と

し て の 要職 を担 わ れ て い る
。 C ．R ．C ．は ，

第 二 次大戦後 ， 日本基督改革派教会 との み

係 わ り ， 以来 か な りの 宣教師 た ち を こ の 教

会 に送 っ て い る が ， 良い 成 果 を あ げ て い
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