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イザヤ書における共同体思想 とメシ アニ ズ ム

　　　 ー 「慰め」 モ チー フ をめ ぐる考察
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4．結論的考察 ：ル カ 文 書の 「教会論 i へ

1． 序論

　我 々 の 課題 は 旧 約聖 書 に お け る共 同体に つ い て 考察す る こ とで あ る 。 言 うま

で もない が ， 旧約 聖書全体を範囲 として 共 同体論を展 開す る とな れ ば膨大 な量

の 紙数 を要 す る に 違 い な く， それ は 我 々 の 目的で は ない 。 我 々 の 考察は 当然の

こ とな が ら， あ る 範 囲に 限定 され る e 我 々 の 関 心 は イ ザヤ 書で あ る 。 こ の 大部

の 預言書 で ある イザヤ書に 「慰 め」 とい う概念 が 現 われ る 。 こ の 概念 は イザヤ

書全体 に お い て 極 め て 特徴 的 な意義を有す るの み な らず ，
こ の 文 書の 共同体的

思想 を鮮 明な仕方 で 浮 き彫 りにす る。 そ の 射程 は イザヤ 書 とい う限 られ た 範 囲

を越 え ， 注 目すべ きこ とに新約思想 とも連関す る （ル カ 2 章 25 節）． こ れは ，

「旧約聖書 と教会」とい う与 え られ たテ
ー

マ に お い て 議論の ］三が か りにな るに違

い ない 。
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　我 々 は か つ て イザヤ書 61章 の 分 析 に よ っ て イザ ヤ 書 の 共同体論 に つ い て 試

論的な考察 を した 2，
。 そ れが こ の 論文 の 導入 に な っ て い る。 そ こ に お い て 導き

出 され た 我々 の 結論 は ， こ こ で は い ささか も変わ っ て は い ない
。 む し ろ ， 本論

文 は それ を 補強す る もの とな るだ ろ う。こ こ で 確 認 を し て お きた い こ とが ある。

それ は イザ ヤ 書 に 関す る 方法論の 問題 で あ る D 最近 の 研究 史的状況で は
， イザ

ヤ 書 を第
一

イザ ヤ （1−39 章）， 第ニ イザ ヤ （4055 章）， 第三 イザ ヤ （56−66 章）

と三 分割 し それ ぞれ 別 個に扱 う従来 の 方法
’
1） に 対 し て は ，根本 的な疑 問が 投 げ

か け られ て い る 4｝
。 例え ば ， 39 章 67 節 に は 捕 囚時代 を ほ の めか す叙述が あ り，

これ は 明 らか に 40 章以 降へ の 導入 とな っ て い る 。 そ こ に は 「第
一

イ ザヤ 」 と

「第 ニ イザ ヤ 」を架橋 し連 結 させ よ うとす る編集者の 意 図が あ る。 ま た ， イザヤ

書全 体 とし て 見 た場 合 ， 冒頭 の 12 章部分は 「神殿礼拝 」 に 特別 な関心 を示 し

て い る点 に お い て 締め 括 りの 66章 と明 らか に対 応す る 、， イザヤ 書全 体が枠構造

を有 して い る の で あ っ て
， そ こ に編 集的意 図が 容易 に 読 み 取れ る

5〕
。 つ ま り ，

イザ ヤ 吾は 単な る独立 し た三 つ の 文 書の 総体で は な く，
む し ろ 全体 として 統

一

性 を有 し て お り， そ の よ うな もの とし て 捉 え解 釈 され るべ きで は ない か ， とい

う見 方が 説 得的 に な りつ つ あ るの で あ る 6）。 我 々 の 関心 も 同様 で あ る 。 もっ と

も， だ か ら と言 っ て ， イザヤ 書成立 の 史実問題 を捨象 して 全体 を た だ 単 に 共時

的に 読む とい う方法 は ，
これ まで の 研究更 的遺 産を無視す る もの で あ っ て 我 々

の 立場 で は ない
7）

n 我 々 は イ ザ ヤ 書テ キ ス トの 最 終 形 態 を尊 重 す る と同時に ，

イザ ヤ 書編集の 最終段 階 （ペ ル シ ア 時代 後期） に お い て 編集者の 特別 な 意図に

よ りイザ ヤ 書テ キ ス トが 成立 した と考 え る 。 循環論法 の 如 き拙い 説 明 にな る が ，

イザヤ書 の 最終形態 （現在あ る形 の テ キ ス ト）は イザ ヤ 書編集の 最終段階 に お

い て テ キ ス トとして 確 定 した。 我 々 の 立 場 で は
， イザヤ 書の 著者は 最終編集者

と見な され る 。 従 っ て
， テ キ ス 1・の 細部 は こ の 最終編集者の 意図 を反 映 し て い

る と判断 され ， また そ の よ うな 読み 取 りが 可 能 とな る v こ の よ うに最 終形態 と

い うこ とを意識す る捉 え方で イザヤ書全体を読む場合に ， 注 日され る
．・

つ の 用

語が ロm 「慰め 」 で ある 。
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2． イザヤ書に お ける 「慰め」 モ チ ー
フ

　 a ． 予備 的考察

　我 々 が イザ ヤ書 にお い て 注 目す る 「慰 め 」 は も っ ぱ らヘ ブ ライ 語 nn ） （ナ ハ

ム ）の ピ エ ル 形 とプ ア ル 形で 表現 され る 、けれ ど も ， ナ ハ ム に つ い て は まず解

決 し な けれ ば な らない 厄 介な問題 が あ る 。 とい うの も ， 旧約 聖 書に お い て ナ ハ

ム は 二 つ の 対 照的 な意味領域 を含み ，
ピ エ ル 形 （お よび プア ル 形 ） とニ フ ァ ル

形 （お よび ヒ ス パ エ ル 形） とで は全 く意味が 異 な る か らで あ る。 ナ ハ ム の ビ エ

ル 形 に は も っ ぱ ら 「慰 め る」 とい う訳語 を 充て る こ とが で き るが
， それ に 対 し ，

ニ フ ァ ル 形の 場 合は 「後悔す る」 あ る い は 「復讐す る 」 とい う否 定的な意 味で

使用 され る こ とが し ば し ば で あ る ，9）。 イザヤ 書に もナ ハ ム の ニ フ ァ ル 形 の 用例

は 2 箇所 （1 ：24 ；57 ；6）あ り，
「復讐す る」 と訳 す こ とが 可 能だ 9

  こ の よ う

な同
一

語根ナ ハ ム に お け る ピ エ ル 形 とニ フ ァ ル 形 の 意味 の 両義性は ど の よ うに

説明すべ きだ ろ うか 。

　こ れ に つ い て
， 注 目 され る の は ナ ハ ム の ニ フ ァ ル 形 が 旧約聖 書で は 「後悔す

る」 「復 讐す る」 とい う意味の ほ か に
，

「憐れ む 」 「慰 め を得 る 」 とい う意味 で も

用 い られ る こ とで あ る
1「〕）

。 こ の こ とは ， ナ ハ ム が 本来 ，
ピ エ ル 形で あれ ニ フ ァ

ル 形 で あ れ ， 情緒的動 き を示 す 用 語 で あ っ て ， 対 象 との 親密 な関係 に お い て 行

為者 の 情動 的変化 を 表現 し て い る こ とを示唆す る 11］，心 的変化 に よ っ て 行 為者

が 対象 を 「憐れ む 」 場 合もあれ ば ， 対象に 「復讐す る」 場合もあ りうるの で あ

る 。 そ の よ うに 考 え る な らば ， 語根 ナ ハ ム の 意 味領域 にお け る両 義性が うま く

説明で きる
12）。 ピ エ ル 形が ニ フ ァ ル 形 とは 異な り， 常に 「慰 め る 」 とい う意味

で 使用 され る とすれ ば ， そ こ におい て 行為者 が 対象 に対 し て 同情 を 禁じ えない

何 らか の 具体的状況 が 存在 する の で あ る e 確 認す るが
， ナ ハ ム の ビ エ ル 形は 旧

約聖書 で は 常に 「慰 め る 」 とい う肯定 的な 意味で 用 い られ る 。 イ ザヤ 書 にお い

て 我 々 が注 Rす るの は ナ ハ ム の ピ エ ル 形 とプ ア ル 形 で あ る 1：S）
e
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　 b ． イザ ヤ書にお ける an】ナ ハ ム の 用例

　イザ ヤ 書に お い て ， nn）ナ ハ ム の 用例 は ピ エ ル 形で 10箇所 （12 ： 1 ；22 ： 4 ；

40 ： 1 ；49 ：13 ；51 ：3
，
12，19 ；52 ：9 ；6112 ；66 ： 13），

プ ア ル 形 で 2 箇 所

（54 ： 11 ；66 ： 13） で あ る e ま た ナ ハ ム を語 幹 とす る名 詞 が 2 箇所 に 見 られ る

（57 ： 18 ；66 ； 11）。 14箇所 の 用例すべ て を挙げ て お こ う．

ピ エ ル 形の 用例

　12 ： 1 ：　 「あなた の 怒 りは翻 され ， あな た は私 を慰 めた」

　22 ： 4 ：　 「私 を強 い て慰 め るな ， 娘 な る我 が民 が 滅び たの だか ら」

　40 ： 1 ： 「慰 め よ
， 我 が民を慰め よ ， とあなた が た の 神は 言わ れ る」

　 49 ： 13 ： 「そ うだ ， 主は そ の 民 を慰 め る」

　51 ： 3 ：　 「そ うだ ， 主 は シ オ ン を慰 め ， そ の す べ て の 廃墟 を慰 め る」

　51 ： 121 　 「私，私 こ そ あなた たち を慰め る者」

　51 ； 19 ：　 「誰か が （あ る い は ）私が あ な た を慰 め る だ ろ うか 14）
」

　52 ： 9 ：　 「そ うだ ，主は そ の 民 を慰め ，
エ ル サ レ ム を贖 う」

　61 ；2 ： 「す べ て 悲 しむ 人 々 を慰 め るた め に 」

　66 ：13 ：　 「母が その 子 を慰 め る よ うに ， 私 もあ なた が た を慰 め る」

プ ア ル 形 の 用例

　54 ： 11 ： 「苦 し め られ
， 投げ捨て られ ， 慰 め を受けない 女 た ち よ」

　66 ： 13 ： 「ユ ル サ レ ム で あなた が た は 慰 め を受 け る」

名詞 の 用例

　57 ： 18 ： 「私 は彼 を 癒 し
， 彼を休 ませ ， 慰 め を もっ て 彼を回復 させ よ う」

　66 ： 11 ： 「あなたが たは 彼女の 慰 め の 乳房 か ら飲む」

　イザヤ 書 に お い て ナ ハ ム の ピ エ ル 形 は 例外 な くすべ て 「慰 め る」 と訳 され る。

プア ル 形は ピ エ ル 形 の 受 動で あ る ゆ え に
， 当然の こ とな が ら 「慰 め を受け る」

とい う意味で あ る。 また ， 57 ： 18 と 66 ：11 の 派生名 詞 も 「慰 め 」 と訳 され る。

文脈 上 の パ ラ レ リズ ム に注 目す る と， 興味深 い こ とに 49 ；13で は 「慰 め る」 は

「憐れ む 」 と同義で あ り ， 52 ：9 で は 「慰め る」 は 「贖 う」 と同義で あ る こ とが

わか る 。
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　表現 の 基本 的 な形式 に 注 目して み よ う。 興味深い こ とに ， ほ とん どす べ て の

用 例に お い て ，「慰 め 」を発 動す る 主語 は
一

人称 で あれ三 人 称で あれ常に 神で あ

る。 また そ の 対象は 「私 」 （12 ：1 ；22 ：4），
「あなた 」 （51 ：19），

「あなたが た」

（51 ： 12 ；66 ：13），
「悲 し む 人 々 」 （61 ：2），

「民」 （40 ：1 ；49 ： 13 ；52 ；9），

「シ オ ン 」 （51 ：3），
「子」 （66 ： 13） と多岐に 渡 るが ， それ らは 意味 E， 彑 い に

交換可能で あ る。従 っ て
，

これ らすべ て の 用例は 「主は イ ス ラ エ ル （あ る い は

エ ル サ レ ム ） を慰め る」 とい う基本形の ヴ ァ リエ ー シ ョ ン とし て 説明す る こ と

が 可能 とな る 。 これ は イ ザヤ 書 にお け る 「慰 め」 の す べ て の 用例が 確 か な 共通

性 を有 し て い る こ とを ほ の め か す。 実際 ナ ハ ム の ピ エ ル 形 の 用 例 は 預 言書全

体 で は ほか に 7箇所 （エ レ 16 ：7 ；31 ：13 ；エ ゼ 14 ：23 ；16 ：54 ；ナ ホ 3 ： 17 ；

ゼ カ 1 ：17 ；10 ：2） しか な く，
エ レ ミヤ 書 とエ ゼ キ エ ル 書 に は それ ぞ れ 2 箇所

だけで あ る 。 これ らの 用例箇所 の 由来は い ずれ も捕 囚期 あ るい は それ 以 降 を想

定 し うる ． イザヤ 書 に 10箇所 もの 「慰め」 の 用例 が集 中し ， そ れ らが 互 い に 共

通 性 を有す る とす れ ば ， そ こ に は 何 らか の 意図が あ る はず で あ っ て ， 我 々 の 関

心 は 大い に増す 。

　 c ， 文献学的考 察

　ナ ハ ム の ニ フ ァ ル 形 の 用 例の 分 布 を整理 して み る と ，
い わゆ る 第

一
イザヤ の

部分 に 2 箇所 ，
い わ ゆ る第ニ イザ ヤ に 7 箇所 ，

い わ ゆ る第三 イザヤ に 5 箇所で

あ る、 文 献学的 に若干 の 考察 を して お こ う。

　まず 指摘 す べ きこ とは ，
「慰 め 」 の 最初の 用例が 12章 1節だ とい うこ とで あ

る 。 こ れ は 極 め て 注 目す べ き点 で ある 。 なぜ な ら ， 12章は い わ ゆ る第
一

イザ ヤ

（1−39 章）に お い て 全 く異論 な く編集 部分 と見な され るか らで あ る。 112 章は

イザヤ 書全体の 構成にお い て 最初の
一

ま と ま りで あ る。1− 11 章 は も っ ぱ ら審判

預言 で あ っ て ， そ の 締 め括 り とな る終末論的頌栄 が 12章で あ る u その 頌 栄 の 言

葉の 冒頭 に ， 救済の 約束が 「慰 め 」 とい う用語 で 示 唆され る ． こ の こ とは 12章

の 「慰 め」 が 明 らか に イザヤ書4 体の 編集的モ チー フ で ある こ とを示す
15）。

　2 番 目の 用 例 は 22 章 4 節 。 こ こで は 「慰 め 」 が 否 定的な 文脈で 出て 来 る 。 文
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脈 が エ ル サ レ ム の 崩壊 を は っ き りと示 唆して い る 以 上 ， これ を預言者 イザ ヤ の

文脈で 紀元 前 701年 の セ ナ ケ リブ に よ る エ ル サ レ ム 遠征 を記述 し た もの だ と見

るの は 短絡的で あ る 。 む し ろ 586年 の エ ル サ レ ム 神 殿崩 壊お よび イス ラ エ ル 民

族滅 亡 を前提 した 表現 だ と見 るべ きで あ る 16）。 実際 ，
エ ル サ レ ム 崩壊を記述 す

る 哀歌 1 章 16− 17節 で も 「慰め 」 は 同様 に否定的 文脈 で 用い られ て い る。 そ う

だ とすれ ば ， 22 ：4 も第
…

イザヤ に 属す る もの で は な く， む し ろ 40 章以 降の 歴

史的 状況 で あ る こ とをほ の め か す 。3番 目の 用例 は 40 章 1節。捕 囚期 を 舞台背

景 とす るい わ ゆる 第ニ イザヤ の 冒頭部 分で あ る 、， 開 口
．・

番に ， しか も繰 り返 し

て 「慰 め よ」 とい う命令が 語 られ る 。 こ の 「慰 め」は 4066 章の 導入 語で あ る 。

こ の 印象的な 「慰 め 」命令 に は 12章 1節 の 用例 が こ だ まし て い る とは 言 え ない

だ ろ うか 17）。 す で に 指摘 し た よ うに 12 章 は 編集部分で あ っ て ，
い わ ゆ る第

一

イザ ヤ の 文 脈 （紀元 前 8 世 紀の 預言 者 イザ ヤ の 時代 ）か らは み 出 し て お り ， そ

の 限 りに お い て 第 ニ イザヤ と結び つ くか らで あ る 。 12 章 1 節に 見 られ る最初 の

「慰 め 」 モ チ ー
フ は 22 章 4節 を経由 して ， 40 章 1節 の それ を示 唆 し ， 方 向付 け

て い る と考え られ る
IS）

。

　重要なの は
，

い わゆ る第ニ イザヤ の 部分に 見られ る 7箇所 の 用例で あ る。 注

目す べ きこ とに
，

こ れ らは い ずれ も主 語 （あ るい は 語 りか け る主体 ）は 神で あ

っ て ， し か もほ とん ど 同
一

の 表現 と見 な し得 る。 「主 は民 を慰 め る 」 は 40 ： 1 ；

49 ：13 ；52 ：9 で 共 通 して お り，
「慰 め 」 の 対 象で あ る 「民」 は 51 ： 3 で は 「シ

オ ン 」， 51 ：12で は 「あ なた た ち」， 51 ：19で は 「あなた」 と同義に言 い 換 え ら

れ る。 さらに ま た ， 54 ：11 の 「女 た ち」 は 都 エ ル サ レ ム を指 して お り， 明 らか

に 「シ オ ン 」 と同 定で きる。従 っ て
，

これ ら 7 箇所は い ずれ も 40 ：1 の 「慰 め 」

を起 点 とし て 連鎖 し て い る と想定で きる
19）

c

　それ で は 第 i イザ ヤ の 5 箇所 は ど うで あろ うか 。 61 ：2 は 「すべ て 悲 し む 人

人 を 慰 め る 」 と表現 され る。 こ の 「す べ て 悲 し む 人 々 」 は 文 脈上 ， 4 節 の 「廃

墟」 を 嘆 き悲 し む 人 々 の こ とで あ っ て
， す なわ ち エ ル サ レ ム 神殿 の 崩壊 を悲 し

む 人 々 を指 し て い る
2ω。 こ れ は 表現 ．L ， 明 らか に 5ユ：3 と連 関 し て お り， 第ニ

イ ザ ヤ の 用 例 （40 ：1 ；49 ：13 ；51 ： 3，12，19 ；52 ：9 ；54 ： 11） と結び つ く
2］）

。
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第三 イザ ヤ の 部分 で 注 日す べ きは 66 章 に 二 つ の 用例 が 集 中し て い る こ とで あ

る 。 66 ： 13 の プ ア ル 形表現 「あ なた が た は慰 め を受 け る」 は 能動 態 に す る と

「主は あ なた が た を慰 め る」 とな り， しか も場所は エ ル サ レ ム （シ オ ン ）で ある

か ら ， 51112 とほ とん ど 同 じ意味 とな る。66：13 の ピ エ ル 形 表現 で は 主が 「母」

と比 喩 され ， 66 ：13 の 名詞表現 「慰め の 乳嘉 」 と意味上 ， 繋が っ て い る、 言 う

まで もな い が ， こ の 66章 は イザ ヤ 書の 最終 章で あ り， イザ ヤ 書 の 枠組 で あ る 。 こ

の 部 分が 1−2 章 と対 応 し て イザ ヤ 書全体 の 枠 組 を構成 し ， 最 終的編集部分で あ

る こ とはす で に 指摘 し た。

　 こ の よ うに 考 え る な らば ， イザヤ書 の 「慰 め 」は 決 し て 無秩序 に 14箇所 に点

在 し て い る の で は な い
。 む し ろ それ は イ ザ ヤ 書全体 を網羅 す る編集 的モ チ

ー
フ

な の で あ っ て ， 互 い に 連鎖 し ， 繋が っ て い る こ とが 説 明で き る、 これ に よ っ て ，

イザ ヤ 書の 「慰 め 」 に お い て 一 貫 した意 図 を読み 取 る こ とが 可能 とな る 。

　 d．
「
慰 め」 モ チ

ー
フ の意図

　 イザヤ 書の 「慰 め 」 モ チ
ー

フ に お い て 共通 した もの は 何だ ろ うか 。 まず 注 目

し た い の は
，

「慰 め 」 を発 動す る主体が 常に神だ とい うこ とで あ る 2L°）。 しか も ，

そ の 対象 が 民で あ り ， あ るい は シ オ ン で あ り， あ るい は エ ル サ レ ム で あ る 、 主

こ そ が 民 ・シ オ ン ・エ ル サ レ ム を慰 め る u こ れ が イザヤ 書の 「慰 め 」 モ チ ー フ

にお い て 全 く共 通 し た 意味内容で ある。 こ こ に お い て
，

「慰 め 」モ チ ー フ が具休

的な メ ッ セ ー ジ を含ん で い る こ とが ほ の め か され る 。 そ こ で
， 改め て 注 目す る

の は 51 章 3 節で あ る c

　 　 　 　 「そ うだ， 主は シ ．オ ン を慰 め ， その ナ ベ て
一
の靆 を 慰 め る。」

こ の 表現 が 同義的並行 法 に よ っ て 構成 され て い る こ とは 確か で あ る 。 それ ゆ え ，

「シ オ ン 」 と 「そ の す べ て の 廃墟」 は 1司義 とな る c ま た シ オ ン とは エ ル サ レ ム

（神殿 ）を指す表現 で あ っ て ，
シ オ ン は崩壊し廃墟 とな っ た ま まで あ る 。

　それ な らば ，
「廃墟 を慰 め る」 とは い っ た い ど うい う意味 だ ろ うか ． 紀 元 前

586 年に 1箱落し た エ ル サ レ ム
，

と りわ け破壊 され た エ ル サ レ ム 神殿が 「廃墟」

とな っ て い る ゆ えに
，

「廃墟 を慰 め る」 とは 「廃 墟 を再建す る こ と」 を意味す る
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表現 で あ る こ とは 容易 に予想 し うる 1三3：1
。 実際 61 章 2 節 に は 「慰 め 」 モ チ

ー
フ

が 現 われ ， そ の 直後 に は っ き りと 「廃墟 を建 て 直す」 と記 され て い る （58 ：12

参照）． 我 々 の 分析 に よれ ば 61章は い わゆ る第三 イザ ヤ の 中心 で あ り， ま た捕

囚解放後 の 神殿 再建 とい う課題 が 時代 背景 に 存在す る L・1）。 こ の よ うな神殿 再建

は 第三 イザヤに お い て 中心 的主題 で あ る 。 けれ ど も， 神殿 へ の 特別 な関心 は ，

決 して 第 三 イザ ヤ に だ け 見 られ る もの で は ない 。 なぜ な ら， イザヤ 書 冒頭 の 1

章で は神殿 祭儀が 問題 とな り ， 2 章で は 神殿礼拝 が 終末論 的預 言と し て 記 され

るか らで あ る e ま た イザ ヤ書最後 の 66章で は神殿祭儀 と ともに 神殿礼拝が や は

り終末論 的文脈 で 記 され る 。 す なわち ， 神 殿 へ の 関心 は イザ ヤ 書全体 の 枠 組 に

も容易 に見 て 取 る こ とが で き る の で あ る 。 イザ ヤ 書全体の 枠組 は
， 当然 の こ と

な が ら ， 最終編集者 の 手 に よる もの だ と判 断で きる 。 しか もそ の 部分に 「慰 め 」

モ チ ー フ が 繰 り返 し 出て 来 るの で あ る （66 ：13）． そ うだ とすれ ば ， イザヤ 書の

「慰 め 」 モ チ
ー

フ は 最終編集者 に 帰す る もの で あ り
，

そ の モ チ ー
フ の 中に は 「廃

墟 （とな っ た神殿 ） を建て 直す」 とい う意味が摺 り込 まれ て い る と考 え られ る

の で は な い だ ろ うか 。

　 「神が 民を慰 める」 とは ， 神が廃墟 とな っ た神殿を建て直 し ， 民を再建す る と

い う意味 で あ る 。 そ の メ ッ セ ー ジ が 12章 1節 を皮切 りに ，

・10章 1 節に は命 令

形 で 告げ られ，66章 13節で は そ れ が 主 の 約 束 として 最 終 的 に確 認 され るの で あ

る L5）
。 要す る に 第

一
イザヤ ， 第ニ イザヤ ， 第ニ イザヤ とい うテ キ ス トの 垣 根 を

越 えて ， イザヤ 書 全体に い わば置き石 の よ うに 「慰 め 」 モ チ
ー

フ が置 かれ て い

る の で あ っ て ， そ こ に 神殿 再 建 とい うイザ ヤ書最終編集者の 特別 な意図を 見 る

こ とが で きる ． イザ ヤ 書に現 われ る 「慰め」 はい ずれ も最終編集者の 意図 に拠

る神学 的モ チ
ー

フ で あ る 。

　 e ．
「慰 め 」 モ チ

ー
フ と 「

神殿共同体」

　歴史的背景に つ い て 考えて み よ う。 イザヤ書の 「慰め 」モ チー フ は紀元 前 515

年の エ ル サ レ ム 神殿再建 を示 唆 し ， また神殿 再建 を め ぐ る メ ッ セ ー ジが そ こ に

盛 り込 まれ て い る。 そ もそ も神殿 再建 とは ど うい う意味 を有す るだ ろ うか 。 神
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殿再建は ， 崩壊 し失 われ た エ ル サ レ ム 神殿 の 再甦で あ っ て
， 神殿 を 中心 に した

祭儀共 同体 の 復興 を 意味 す る。 紀元前 586年 に 失われ た 神殿が 暗黒 の 捕 囚時代

を経 ，
ペ ル シ ア 帝 国の 支援 を受 けた捕囚帰還 民 た ちの 手 に よ っ て つ い に 再建 さ

れ る 。 それ は 失われ た イス ラ エ ル 民族の 再興 と言 っ て よい 奇跡的な出来事で あ

っ た u 同時代に つ い て 記す エ ズ ラ 記 9 章 9 節に よれば ， 神殿 再建 が ま さし く神

の 業 で あ っ た と告白 され る。 「（神 は ）ユ ダ とエ ル サ レ ム で 私た ち の 神 の 神殿 を

再 建 し ， 廃墟 を復 興 し ， 城壁 を得 る よ うに し て 下 さい まし た」。 また ， 再建 に先

立 っ て 神 殿 の 基礎が 据 え られ た 時に は ， 感極 ま っ た 人 々 の 歓 喜が こ う叙述 され

て い る 、
「年老 い た 祭司た ち ，

レ ビ 人た ち ， 家長た ちの 中に は か つ て の 神殿 を見

た人 も多 く， 彼 らは こ の 神殿 の 某礎が 据 え られ るの を 白ら の 目で 見届 けて ， 人

声を上 げ泣 い た u また
， 多 くの 者が 歓喜 の あ ま り大声を張 り Eげた c、歓喜の 叫

び と泣き声 とは互 い に入 り混 じ っ て ， 民 に は どれ が どれ と も聞 き分け られ な い

ほ どで あ っ た」 （エ ズ ラ記 3 章 12− 13 節）。 こ れ らの 記述 は ， 神殿 再建の 歴 史的

意義を物語 っ て い る 。

　 イザヤ 書に お い て 「慰 め」 が 「神殿の 再建」 を 意味す る こ とを我 々 はすで に

確認 した 。 神殿 の 再建 こ そ は まさし くエ ズ ラ記 に 記 され る よ うに ， イス ラエ ル

の 民 に と っ て 「慰 め 」 で あ っ た 。 神 殿の 再建 は た だ単 に 神 殿 とい う建物 の 再建

だ けを 意味す る の で は ない ．，それ は 消滅 し た 「共 同体」全体の 復興を 意味す る．

捕 囚の 地 か ら帰還 し た 民 とエ ル サ レ ム に残 っ た 民 とが ， 神殿再建 に おい て 「イ

ス ラ エ ル 」 とし て 復興 した とい うこ とで あ る 。 こ の 点で 注 目す べ きは ゼ カ リヤ

書 1 章 16− 17節の 用例で ある 26）、，

　　　　 「それ ゆ え，主は こ う言われ る．『私 は憐 れ み を も っ て エ ル サ レ ム を顧 み た。＃

　　　　 が 藤 ぽ ぞ ご だ謔 き虎 6 、　 万軍 の 主の 言葉　　エ ル サ レ ム の Ilに 測 り

　　　　 縄 が 張 られ る』 と。再 び 呼び か け よ ， ノ∫軍 の 主は こ う言 われ る v 『私の 町 々

　　　　 は 再び 恵み に 満 ち溢れ るだ ろ う』と u 主 は 再 びシ オ ン を慰 め ，
エ ル サ レ ム を

　 　 　 　 再び 選ば れ る 。 」

こ の 17節に見 られ る 「慰め」
27」 は ， 神殿の 再建 （16節）を指す と同時に ， 神

に よ る エ ル サ レ ム の 選 び を表現 し て い る 。 事柄 は イザヤ 書の 場合 と全 く同 じで
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あ る。 ゼ カ リヤ 書に お い て 神殿再 建とは共 同体の 復 興で あ る よ うに ， イザヤ書

に お い て 「慰 め」 は神殿 共 同体あ るい は祭儀共 同体が も う
．
度 「神 の 民」 とし

て 建 設 され る こ とを意 味す る。 要 す るに ， イザ ヤ 書の 「慰 め」 モ チ ー
フ に は 徹

頭徹尾 ， 共 同体 的思想が 含まれ て い るの で ある 。
r廃墟 を慰 め る （＝ 再建す る）」

とい う 51章 3節 の 特徴 的表現が こ れ を決定的に裏書き し て い る 。 イ ザヤ 書 に 見

られ る 「慰 め」 モ チ
ー

フ は こ の 書の 最終編集者 の 確 固 と し た 共同体形成理 念 を

示 し て い る の で あ る 。 従 っ て
， イザ ヤ 書の 最終編集者の 時代 は捕 囚期末期で は

な く， 捕 囚後 の ユ ダヤ 教 団成立 の 時期 （ペ ル シ ア 時代後期） を 考え るの が 適 当

で は な い か と思 われ る
28，。

3． エ ル サ レム 「
神殿共 同体 」 再 建 と メ シ アニ ズ ム

　 イザヤ 書 に お い て 「慰 め 」 モ チ ー フ が 「神殿 共同体 」 再建 を意 図 し て い る こ

とを 我 々 は 説明し た 。 これ に 関連して 注 日し た い の は イザヤ 書 の メシ ア ニ ズ ム

で あ る 。 イザヤ 書 に お い て ， 神殿共 同体の 再建 は メ シ ア ニ ズ ム と結び つ い て い

るの で は な か ろ うか 。

　い わ ゆる第
一

イザヤ におい て は 7章 ， 9章 ， 11章に メシ ア ニ ズ ム が 見られ る 。

7 章で は ダ ビデ家の ア ハ ズ 王 との 関連 で 「イン マ ヌ エ ル 」 （14節）と呼ばれ る王

の 出現 が 予 告 され る。 9 章で は 「ダ ビ デ の 王 座 」 （6 節） に 就 く 「一 人 の み ど り

ご」 （5 節） の 出現 が 予告 され る 。 ll 章 で は 「エ ソ サ イ の 株 」 （1節）か ら 出 る

一一
つ の 「gn ネツ ェ ル 「若枝」 （1 節） の 出現 が 予 告され ，

しか もエ ル サ レ ム 神殿

をほ の め か す 「聖 な る 山」 に 言及 す る （9節 ）。 い ずれ の 場合 も ， ダ ビ デの lfiL筋

に メシ ア が 誕生 す る とい うダ ビ デ契約 を基盤 とし た預言的記 述 として 重要で あ

る 。 これ らは ，
「エ ッ サ イの 株 （切 り株 ！）」 が ほ の め か す よ うに

， すで に ダ ビ

デ王 朝 の 断絶 （紀元前 586年 の エ ル サ レ ム 陥落） を前提 し た 編集的記述で あ る

と説明 し うる
29）

u こ れ らに 連 関し て 重 要なの は ， 36− 39 章の イザヤ 物語 に 見 ら

れ る ヒ ゼ キ ヤ の 頌栄で あ る 。
ヒゼ キ ヤ は エ ル サ レ ム 神 殿 を 守 っ たダ ビ デ 王 朝 の

王 で あ り ， そ の よ うな者 と して メシ ア ニ ズ ム の 基盤 と し て の 役割 を果 たす。

　続 くい わゆ る第ニ イザヤ には ， ダ ビ デ契約 的表現は ほ とん ど見 られ ない 30）
．
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捕 囚期 が第 ニ イザ ヤ の 舞台設定 で あ っ て
，

ダ ビ デ王 朝が 断絶 して い る とい う事

実認識 が は っ き り と読み 取れ る 。 こ の 第ニ イザヤ の 場 合に は ， 実 に奇 妙な こ と

に ，

ペ ル シ ア エ キ ュ ロ ス が 「油注 がれ た者」 すなわ ち メシ ア と同
一

視 され ， 神

殿 を再 建す る者 と期待 され る 31） （44 ：28 − 45 ：1）。 また ， そ の 前後 に は 「主 の

僕」 が 謎 め い た仕方 で 預 言 され （42 ：1−4 ；49 ：1−6 ；50 ：4−9 ；52 ：13−53 ：12），

そ の 僕は苦難の 極みで 贖罪 の 死 を遂げる （52 ：13−53 ：12）。 ダ ビ デ的 メシ ア の

称号 は 見 られ な い け れ ど も ， そ こ に 隠れ た メ シ ァ ニ ズ ム を 見 る こ とは 可 能で あ

る 32）。 な ぜ な らダ ビ デ 王 朝が すで に 断絶 し て い る捕 囚期 以 降に お い て
， メシ ア

ニ ズ ム は歴 史の 基盤 と現実感覚を喪 失 し ， 極 め て 観念化 し空想化 して い る と説

明し うる か らで ある 33）。 こ の よ うな メシ ァ ニ ズ ム は現 実的 不可能性 を示 唆す る

もの で あ っ て
， その 限 りに お い て は

， 第
一

イザ ヤ に 見 られ る メシ ア ニ ズ ム とも

通底 し て い る と 言わ ざ るをえ ない 。 第
一

イザ ヤ の メシ ア ニ ズ ム は第ニ イザ ヤ の

それ と思想的な連続性 を有す るの で ある．

　第 三 イザ ヤ に お い て 我 々 が 注 目す る の は 61 章 1 節で あ る。

　　　 　 「主は 私 に 溜 を淫ぎ ， 主なる 神の 霊が 私 を とらえた。」

こ こ に は 「私 」 な る人 物 へ の 「油注 ぎ」 が 記 され る 。 こ れ は通 常 ， 第 三 イ ザヤ

の 預言者 とし て の 君命 と説明 され るが
， 確か な証拠 は ない

3’1）。 旧約 で は 油注 が

れ るの は ほ とん どの 場合 ， 王 か 祭 司で あ っ て ， 預 言者が 「メシ ア 」 とな る 必 然

性 は 必 ず し もない
35）。 重要 な こ とは ，

こ の 「油洪 ぎ」 の 記述 の 直後 （61 章 2

節）に 「慰め」 モ チ ー フ が 現 わ れ る こ とで ある。 イザヤ 書に お い て 「慰 め 」 モ

チ ー
フ が 「神殿共 同体 の 復興」 を 意図 して い る以上 ，

こ こ で の 油注ぎは ， 神殿

再建 を もた らす 「ダ ビ デの 血筋」 と して 王 的 メシ ア に つ い て 語 っ て い る と 見る

べ きで は ない だ ろ うか 36）
。 こ の こ とは ゼ カ リヤ 書 6章 12−13節 の 記述 か ら説 明

で き る a

　　　 　 「万 軍の 主 は こ う言わ れ る。 『そ の 人 を見 よ ， そ の 名を，齦 と言 う。 そ の 足

　　　　下か ら若芽を出 して い る。彼 は 主 の 神殿を再 建する。彼 こ そ主の 神殿 を 再建

　　　　 し ， 彼 こそ威光を担い
， その 王 座に座 し ， 統治する。 その 王座の 傍 らに は

一

　　　 　 人の 祭 司が お り，　 1人 の 問に は 平和の 計画が あ る』 と。」
ll7）
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こ こ で 「若枝 」 nns と呼ば れ る 者 は 「神殿 を 再建す る 者」 で あ り， ゼル バ ベ ル

を指す
38）。 ゼ ル バ ベ ル は エ ル サ レ ム 神殿再建 を 導い た 指導者 で あ っ て

，
し か も

ダ ビ デ の 血 筋を引 く 「油 注が れ た 者」 で あ っ た （ゼ カ 4 ： 14）39）
。

ゼ カ リヤ 書

に よれ ば ，
「若枝」 ntas は 「主の 僕 」 と も呼ば れ て い る （ゼ カ 3：8）

tiO ｝

。 興味深

い こ とに ，
「若枝 」 nng とい う特徴的な名は イザ ヤ書の 終末論的文脈の 中に も現

われ る （4 ：2）。 イザ ヤ書 61章 1 節で 油注が れ る メシ ア 的人物 は ， 史実 的に は

こ の ゼ ル バ ベ ル をほ の めか し て い るの で は なか ろ うか 11）。ゼル バ ベ ル が ダビ デ

王 朝断絶 後の 王 的 メ シ ア の 登場を意味す る限 りにお い て ， 我々 は第三 イザヤ に ，

第
一 ・第 ニ イザヤ に 見 られ た メシ ア ニ ズ ム との 連続性を読み 取 る こ とが で きる。

けれ ど も， イザ ヤ書 の メシ ア ニ ズ ム はゼ ル バ ベ ル に おい て 成就す る こ とな く，

終末論 的な希望 へ と転 じ て い る
動

。 こ の 終末論的希望は イ ザヤ 書に 特徴的な普

遍的救済 論 と無 関係 で はない （例えば 19章 23−25節）．

　い ずれ に せ よ ， イザヤ 書の メシ ア ニ ズ ム は ダ ビ デ の 血筋 と関係 し ， しか も最

終的 に 共 同体再建すなわ ち 「慰め 」 を成 し遂げる王 的 メシ ア を指す 。 イザヤ書

全体 に 見 られ るすべ て の メ シ ア 記事 は ，
「イ ス ラ エ ル （エ ル サ レ ム ）を慰 め る 者

は 誰か 」 「神殿共 同体 を再建す る メシ ア とは 誰か 」 とい う救 済 史的な問い を跡 付

け て い る と考 え られ る 。 その 意味 に おい て ， イザヤ 書 に おけ る共 同体思想 とメ

シ ア ニ ズ ム は必 然的 に 結び つ くの で あ る 。

4． 結論的考察　ル力文書 の 「教会論 」 へ

　イザヤ 書にお い て 共 同体再建の 思想は メ シ ア ニ ズ ム とか らみ 合 い 終末 論化 し

て い る。 最終編集者の 手 に よ る 「慰 め」 モ チ ー
フ か らそ れ は 明瞭 で あ る 。 こ の

こ と との 関連で 注 目す べ きは 新約  書 ， ル カ 福音 書 2 章 25節 の 記述で あ る 。

　　　 　 「そ の とき， エ ル サ レ ム に シ メオ ン とい う人 が い た。 こ の 人 は 正 しい 人 で 信

　　　 　仰 が あつ く， イ ヌ ラエ ／〃の 愈尠 ら虎 ｛5 の を痔 ち望 み ，聖霊 が彼 に と どま っ

　　　 　て い た 。」

こ の 記述 に よれ ば ，
エ ル サ レ ム 神 殿の 境 内で 老人 シ メオ ン は イ ス ラ エ ル の 「慰

め 」 を望ん で い た
43）。 こ れ が 主 イ エ ス ・キ リス トの 到 来 を予 告す る 記述 で あ る
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こ とは 確 か で あ る． こ こ で は ， 「慰 め」 π 即 dKλησ L9 とい う用語 に お い て エ ル サ

レ ム 神殿 と メシ ア ニ ズ ム が 結 び つ い て い る 。
エ ル サ レ ム 神殿 は 現 実 に 存在す る

に もか か わ らず ， シ メオ ン は イス ラ エ ル の 慰 め を待 ち望 ん で い る 。 そ こ に は ，

明 らか に 「新 し い 神殿共 同体」 の 建 設 を待 望す る終末 論的期待が あ る。 主 イ エ

ス は 「イ ス ラ エ ル を慰め る」 ダビ デの 血筋の メ シ ア で ある 。 す なわ ち ， 主 イ エ

ス こ そ 「慰 め る者」 で あ り， 新 し い 神殿共 同体 を建 て る終 末の メ シ ア で あ る と

い う福音 書記者の 鮮 明な認識が そ こ に あ る 44）。

　ル カ文 書は エ ル サ レ ム を 救済 の 起 点 とし て 世界 史 的な教 会 論 を展 開 し て い

る
15＞． 言 うま で もな く， そ の 成就 が ベ ン テ コ ス テ の 出来事 で あ る 。 そ うで ある

とすれ ば ，
ル カ 文 書の 教会論 は イザ ヤ書 の メシ ア 的共 同体思想 と連続 陛を有す

る と言 わ ざ るを得 な い
。 なぜ な らば ， イザ ヤ 書の 「慰 め」 モ チ

ー
フ に は 共 同休

形成理 念 と メ シ ア ニ ズ ム が 不 可 分 に 結び つ い て い るか らで あ る 。 ル カ 文書 記者

は イザ ヤ書 の 「慰 め」 モ チ
ー

フ を知 っ て お 炉
6）

， そ こ に 含まれ る 共同体形成理

念を主 イ エ ス ・キ リス トの 到来に結び つ け た の で ある。 ル カ文 書記者 に とっ て

「新 し い 神 殿共 同体 の 建 設」 す なわ ち 「慰 め」 を 成 し遂げ る 者は ， 終末の 王 的 メ

シ ア た る キ リス トで あ る （3 ：27 参照）。 そ うで あ る とすれ ば ，
ル カ 4 章 18節

に お い て イザ ヤ 61章 1節が 引用 され て い る こ と も ， ル カ文書記者の 教会論か ら

説 明 し うるで あ ろ う。

　結論を記 そ う。 イ ザヤ 書に見 出 され る 旧約 の メシ ア 的共 同体思想 は ， そ れ 自

体 として 新約に お け る教会論 を 方向付け て い る の で あ る ．我 々 は イザ ヤ書の 「慰

め」モ チ
ー

フ に 注 目し ， そ の 14箇 所の 用例 を辿 る こ とに よ っ て ， イザヤ 書の 共

同体思想の 輪郭線を 浮 き彫 りに し た 。 そ し て
，

こ れが ， 注 目すべ きこ とに ル カ

文 書の 教会 論に繋が る もの で あ る こ とを示 し た 、t 旧 約聖 書 の 共 同体思想は 間違

い な く 「教会」 の 思 想 的基 盤 とな っ て い る の で あ る 。　　　 （お と も ・さ と し）

注

1） 本論文は ， 2004 年 1月 26 目開催の 「教団 21第 16回研 修 フ ォ
ー

ラム 」 に お

　い て 筆者が発 題 した 「教会論　　 旧 約聖書 に お け る共 同体」 の 後 半部分 を書 き
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　 改め た もの で あ る 。

2） 拙論 「福音を伝え るた め に主が 私 を派遣 した
一一．．

イザヤ 書 61 章に お け る共 同

　 体再建 の 理 念一
」， 「神 学』63 号 ， 2001 年 ， 65−79 頁 。

3） B ．Duhm ，　Da ，g　Borch　．Jesclia，1892 （HKAT ）以 来 ， こ の よ うに イザ ヤ書が 三 分割 さ

　 れ て 扱われ て きた 。

4） 邦語文 献 と して は ， R ．E ．ク レ メン ツ （飛鳥 井 訳）「イザヤ 書 の 統
一

性」，「イ

　 ン ター プ リテ イ シ ョ ン 』 15 号 ， 1992年 ， 21−23 頁。越 後屋 朗 「イザヤ 書 の 現

　 在 」， 『基督教研究』， 1994年 ， 1837 頁 ． 大 島力 「統
一体 と して の イザヤ 書

　 研究 史概観 と問題 の 所在 　　」， 『キ リス ト教 と文化 』紀要 19， 2003 年 ， 49− 77

　 頁 などが あ る 。

5）　D ．Carr
，

“

Reading 　for　Unity　in　lsaiah
”

，
　JSOT57 （1993），

73；A ．　J，　Tomasino
，

“

lsaiah

　 l，1−2，4and　63−66，　and 　the　Composition　of　the　Isaianic　CorPus
”

，
．ISOT　57 （1993），

81−

　 98i　R．　Rendtorff
，

“

Zur　Komposition　des　Buches　Jes勾a
”

，
　VT　34 （1984），

305f．．

6）　例えば ， 人 島力 「イザヤ 書の 全体構成に お け る 36−39 章の 位置 と機能」， 大野

　 他編 「果 て な き探究』，2002 年 ，269 頁 n 大島氏は イザ ヤ書 の 統
一

性 に関す る浩

　 瀚な博士 論 文 『イザヤ 書は
一

冊の 書物 か ？　　 イザ ヤ書の 最終形態 と黙示 的 テ

　 キ ス ト』， 2004 年 ， を刊行 した 。

7）　】R．Rendtorff，
“

The　Book 　of 　lsaiah：AComplex 　Unity，　Synchronic　and 　Diachronic

　 Reading
”

，
　in： R ．　F，　Melugin 　and 　M 　A ．　Sweeney （eds ．），距 w 　Visions（〜f

’
lsaiah，1996

　 （JSOT 　S　214），32−49 を参照 c

8）　例えば ， 創 6：6
，
7 を見 よ。

9）　 W ，Gesenius，　 Hebrdiisches　 und 　 Aramdiisches　 Handwdirterbuch　 iiber　 das　 AXte

　 Testament，1962 （17．　Aufl，）、　498 ．なお 57：6 の ナ ハ ム は翻 訳が 厄介 で あ る n これ は

　 57：5 冒頭 の 表現 と語 呂合せ で 対 応 して お り ， そ の よ うに理 解 す るな らば ， 「裁

　 きを撤回す る」 とも訳 せ る u こ れ に つ い て は H ．Van　Dykc　Parunak ，
“

A　Scn・antic

　 Survey　of 　NHM
”

，
　in：Biblica　56 （1975），

531 を参照。

10）　例 えば The　Brown −Driver−Briggs　Hehrew 　and 　English　Lexicon （BDB ），
1906

，
637．

11）　D ，C．　Raney　II
，

“

Does　YHWH 　Naham ？ AQuestion 　of 　Opcnncss
”

，亅BL 　2003

　 Seminar　Papers
，
2003

，
106．

12）　並 木浩一 『「ヨ ブ 記」 論集成』， 2003 年 ， 204−206 頁 。並木氏は ヨ ブ 記に お け

　 るナ ハ ム の 語義に つ い て 説得 的な 説明を し て お られ る。

13） WA ．　M ．　Beuken
，
ノ6∫¢ α 1−12

，
2003 （HThKAT ），

334　Anm ．は ， イザヤ 書 に お け

　 るナ ハ ム の ピ エ ル 形 と ニ フ ァ ル 形の 問に 意図的 な連 関が あ る こ とを指摘 して い

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Union 　Theologioal 　Seminary

イザヤ書に お け る共同体思想 と メ シ ア ニ ズ ム 　
ー 37 一

　 る。

14）　 こ の 「慰め る」 は ピ エ ル 形未完了
一

人称単数に ．．一二人 称男性単数 の 語尾 が付い

　 て い る uBHS 脚注の 読み 替 え提案 に 従 え ば ，「誰か が あ なた を慰 め るだ ろ うか 」

　 とな る。

15） R．Rendtorttt
“
Zur　Komposition　des　BucLes　Jcs勾a

”

，315−317．レ ン トル フ は ， ナ

　 ハ ム が 1− 12章 と40− 55 一章を結び つ ける機 能を果 た して い る と見 る。

16）　R ．E，　Ciements，　Isα iah　i−39，1980 （NCBC ），182−184；R ．　Kilian
，
ノ8∫¢ α ∬ ／3−39

，

　 1994 （NEB ），
133 はは っ き りとそ う見る c 　 J．　Blenkinsopp，　Jsaiah　1−39 ，

　2000 〔AB ），

　 334 もそ の 可能性 を指摘す る e

17）

18）

19）

20）

21）

R ．Rendtorf℃op ．cit．， 315．

W ．A ．　M ．　Beuken，　op ．cit．，334，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 らc

H ．J．　Fabry，　Art．，，
ロn二

，
in：TI）0 τ 9

，
1998，351．

拙論 ， 73 頁。

H ．GM ．　 Williamson，
“

From 　Onc　 Degree　 of　Glory　to　Anothcr： Theme 　and

ThcQIogy　in　I．saiah
”
．　in； E ．　Bcll（cd ．），　In　Searcli　of 　TT’ue 　masdom

，
1999（JSOT ．　S　3〔｝O），

182．

22）

23）

24）

25）

26）

H ．」．Fabry
，
　op ．cit．

，
35L

lbid．．

拙論 ， 7475 頁．

U ．Berges
，
　Das　Buch　Jesq．ノα ，

1999 （HBS 　16），
32．

ゼ カ リヤ書 1章 7− 17節の 「第 1 の 幻」 冒頭 に あ る 「ダレ イオ ス の 第 2 年 目」

　　とは 紀 元前 520 年 で あ り， エ ル サ レ ム 神殿再建を 予告す る記述で あ る。

27）　 こ れ は イザ ヤ 書 51 章 3 節 と1司 じ表現で あ る。

28）　M ．A ．　Sweeney
，

‘‘

The　Reconceptuatization　of 　the　Davidic　Cevenant
”

，
　in： J．　Van

　 Ruitcn　and 　M ．Vervenne （eds ．），
　Studie，g　in　the　Boθk　of 　lsaiah，1997（BEThL 　CXXXII ），

　 60−61；Derg．　，
“
The 　Book 　of 　Isaiah　as　Prophctic　Torah

”

，
　in： R．．　E 　Melugin　and 　M 　A ．

　 Sweeney （eds ．），　New 匹弓3’o η3　qプなα 1α九 1996 （JSOT ，　S　214），
52

，
56． ス ウ ィ

・一一　＝一イ は

　 我 々 と同様 ， イザヤ 書の 最終形態 の 成立 を紀 元 前 5LU 紀末の エ ズ ラ改革 の 時期

　 に 見て い る。

29）　 H ．GM ．Williamson
，

“

The　Mcssianic　Texts　in　lsaiah　l−39
”

，　in： J．　Day （cd ．），
　King

　 and 　Messiah　in　Jsrael　and 　the　Ancient　iTNIear 　East
，
1998 （JSOT 　S　270），269 −270 ．ウイ

　　リア ム ソン は イザヤ書 7， 9 ， 11章の メシ ア 的記述が い ずれ もダ ビ デ王 朝の 断絶

　 を 前提す る と見て い る。
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30） 第 ニ イザ ヤで は 55：3 た だ 1 ヶ 所 の み の 用例 。

31） 歴 代誌 下 36 草 23 節， ユ ズ ラ記 1章 2 節参照”．

32） 例 え ば，J．　W ．　Watts，　lsaiah　34−66，
1987（WBC 　25），201−203 は 「主 の 僕 」 を ユ

　 ダ 王 家の 血筋 に あ たるゼ ル バ ベ ル だ と断 定 して い る。ゼ ル バ ベ ル は神殿 再建 を

　 遂行 した指 導者で あ る に れ に つ い て は 後述す る）。 ワ ッ ツ に よれ ば ，
「キ の僕 」

　 の 謎 めい た姿 は そ の ゼ ル バ ベ ル を 予想 させ る とい うc こ れ は 可能 な見方 だ と思

　 われ る 。

33）　 こ れ に つ い て は ， C ．レ ヴ ィ ン （山我訳）「旧約聖 書』， 2004 年 ， 235−236 頁参

　 照。

34）　W ．A ，　 M ．　 Beukcn，　
“
Scrvant　 and 　Herald　 of 　Good 　 Tidings．　 Isaiah　 61　 as　 an

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1）

　 Interpretatien　of 　Isaiah　40−55
，
ill： 工 Vermeylen （ed ．），

　 The　Book 〔〜f　lsaiah、1989

　 （BEThL 　LXXXI ），
413−415；H ，　G．　M ．　Williamsen

，

“

From 　Onc　Dcgrcc　of 　Glory　to

　 Another
”

，
178−179，

35） 列 王 記上 19章 16節で は預 嘗者 （エ リシ ャ ） へ の 油注 ぎが 命 じ られ る 。 た だ

　 し ，
こ の 15− 16節で は ，ダ ビ デ王 家の 血 筋で ない イエ フ や さらに は外 国人 の ハ

　 ザ エ ル へ の 油注 ぎ も命 じ られ て い る。 こ れ は極 め て 特殊な用例 と見な さざ る を

　 得 ない ．我 々 は こ の 個所 を 「油注 ぎ」 の 例外 的記述 と考え る、 こ れ に つ い て は ，

　 K ．Seybold
，
　Art．

。
nWn．

“

，
　in： TDOT 　9

，
1998

，
48 を参照 ．

36）　H ．GM ，Williamson
，　op ．cit．

，
184．ウイ リア ム ソン も第一 イザ ヤ と第ニ イザ ヤ に

　 見られ る メ シ ア的 記述 との 関連 を指摘す る。 た だ し ， 彼 は ， 第ニ イザヤ の 文 脈

　 に お い て 61：1 の 「油 注 がれ る者」 が キ ュ ロ ス 王 （45：1）を ほ の め か して い る と

　 見 る。

37） 神殿冉建 を指導し たの は ， ダ ビ デの 血筋で あるゼ ル バ ベ ル と大祭 司 ヨ シ ュ ア

　 の 二 人で あ る。 こ れ に つ い て は ハ ガ イ書 1章 お よ び エ ズ ラ記 3 章 を見 よ。

38） J．Blenkinsopp
，

“
The 　Servant　and 　the　Servants　in　Isaiah　and 　the　F。rmation 　of 　the

　 Book
”

，　in： C．　C ．　Broylcs　and 　C ．　A ．　Evans （eds ．），
晒 づ”ηg　and 　Reading　the　Scroll　qf

’

　 Isaiah，1997（VT ．　S　70
，
1），

158，

39） ゼ ル バ ベ ル が ダ ビ デ の 血 筋 で あ る こ とは ， 歴代誌上 3 章 19節 に 記 され て い る n

40）　 字義通 りに は 「我が 僕」c
ハ ガ イ書 2 章 23 節 も同様 。

41） 実 際， イザヤ書 61：11 に は 「若枝 」 ［ns を示唆す る表現 買犠 ・ 「主は 芽生 え さ

　 せ る 」が 見られ ，
ゼ ル バ ベ ル をほ の め か して い る 。

42） M ．ノ
ー トに よれば ，

ゼ ル バ ベ ル に 対 して 民 衆の メ シ ア 待 望 が 高 ま っ た が ，

　 あえ な く期待 はずれ に終わ っ た 。 M ，ノ
ー

｝・ （樋 冂 訳） 「イ ス ラ エ ル 史』， 】983
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43）　 三 好迪 1小 さき者 の 友 イ エ ス 』， 1987年 ， 77 頁参照 、、

44）　 A ．Plummer
，
　Tlie　Gospel　aeeording 　to　S．　Luke ，

1981 （ICC ），66．

45）　 E ．シ ュ ヴ ァ イツ ァ
ー （佐竹 訳）「新約聖書 に お け る教会像』，

1994 年 ， 96 頁。

46）　0 ．Schmitz
，
　Art．

”
π α ρα K α λξω

“

，
　in； TDArT　Y，1967．798 ．
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