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　　　日本伝道論と旧約聖書
一

日本伝道論の ための 覚え書き一

山　 口 　 隆　康

は じめに

　本論 考は ， 日本伝道論 とい う大 きな課題 を意識 しつ つ
， 説教 と説教 テ キ ス ト

の 関係 を論 じ た小 論で あ る。 こ こ で は 「説教 テ キ ス ト とし て の 旧約聖書」 とい

う主題 が 日本伝道 との 関わ りで考察 され る 。 論文の 分類 とし て は説教学の 中に

入 れ る こ と も可能で ある。 し か し ， 筆者 として は ， 精密に分類整備 され た 意味

の 神 学諸科 の
一

項 目に入れ ず に ， そ れ ら神学諸科の 基礎部分に位置づ け られ る

べ き 「伝道論」 の 範疇 に位置づ け る こ とが適当で あ る と考えて い る．伝道 論か

ら組み 立 て られ る説教学が 重 要で あ る との 認識 に 基づ い て 以 下の 論考は叙述 さ

れ て い る 。

【1】　宣教師た ち の 「歴史的判断力」

　旧 約聖書の 日本語へ の 翻訳完成は ユ887年 （明治 20 年 ）， 出版は 1888年 （明

治 21年）と され て い る 。 こ の 「明治訳」 旧約聖書 の 翻 訳 ， 出版 ， 普及 の経緯を

み る と ，
ヘ ボン （J．　C ．Hepbum 　l　815−1911），

フ ル ベ ッ キ （G 　H ．　F．　Verbeck　1830−

98）， フ ァ イ ソ ン （P．　K ．　Fyson　1846−1928）をは じ め とす る宣教 師た ちの 力 に ，

翻 訳か ら普及 に 至 るまで そ の ほ とん どす べ て依存 して い る こ とが わか る 。

　 旧約聖書 の ほ とん どの 部分 を翻 訳 し た と言 っ て も過言 で ない ヘ ボ ン は ， 伝 道

地 に お け る 日本語翻 訳聖書の 日本国民 に対す る意義を 自覚 して い た 。 それ の み
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な らず ， 宣教 師ヘ ボ ン につ い て い えば 聖書 を 目本 国民 に 意義あ る書物 とす る た

め に
， 医療活動 （横浜鶴見 の 成仏寺 ・

横浜居留地 診療所）か ら開始し ， 横浜 長

老教会の 設立 ，

ヘ ボ ン 塾 （英和学校→ 明治学院），
の 設立 ， 和 英辞書 （『和英語

林集成 』1867年初版 ）に力 を注い で い る 。 そ の 宣教師ヘ ボン の 書 き残 し た言葉

を読ん で い くと， 次の よ うな認識に 出会 う。

　それ は 明治期の 宣教師の 目か ら見た 日本の キ リス ト教会の 歴 史的現実の 認識

で あ る． 日本 の 牧 師は ， 旧約聖書 を説教す る段 階に まで 至 っ て い ない 。 旧約聖

書を説教で き る 日本 の 牧師たちを出現 させ る必 要が あ る とい う認識で あ る 。 旧

約聖書の 翻訳者で ある 宣教 師の こ の よ うな認識 に は 「歴 史的判断力 」 が 働い て

い る． こ の 場 合 の 「歴史 的判 断力 」 とは ， 日本 とい う伝道地 の 現実の なか で ，

説教者の 実態を 踏 まえつ つ
， 歴 史に対す る洞察力 を もつ 宣教師が ， 説教の 有 り

様を暖か く指導す る 眼力 と指導力 とい う意 味で あ る 。

　 もし ， 仮 に 明治期 に こ の よ うな 「歴 史的判 断力」 の 欠 落し た 宣教師が ， 教条

主義的に 指導し た とすれ ば発言 は 次の よ うに な っ たか もしれ ない 。「日本教 会で

は 旧約聖 書が説教 され て い ない 。旧約聖書 が も っ と説教 され るべ き で あ る」。こ

の よ うな発 言の 仕方 に は歴 史的判断力が 働 い て い ない 。
ヘ ボ ン に代表 され る宣

教 師は ， 伝道地 の 歴史的実態 と説教者の 実力 を無視し て ， 原 理 （信条 ・教理 神

学）か ら出発 し ， 教理 の み に 照 らし て伝 道地 の 教会 を指 導す る 宣教 師で は なか

っ た ． 旧約聖書 を翻訳で き るほ ど に 旧約 聖書の 何た るか を良 く把握 して い るの

み な らず， 日本 とい う伝道地 に 対 し歴 史的判 断力 を行 使 で き る宣教 師た ちに よ

っ て 日本伝道が 開始 され た の で あ る 。 そ の よ うな見識 を もつ 宣教師の 尽力 に よ

っ て 翻 訳 され た 「明治 訳」 旧 約聖 書が
， 明治期の 日本の 教会に 与 え られ た こ と

は感謝すべ き歴 史的記憶で あ る 。

　そ の 後 ， 旧約聖 書 の 翻 訳 は ， 1955 年 （昭和 30年）の 「口 語 訳」，
1989 年 （平

成元 年 ）「新共 同訳」 とい う形で な され ， 伝道地 とし て の 日本 に ， 日本 語聖書が

与 え られ て きた 。 ヘ ボ ン の ご とき眼力 の あ る宣教師 の 目か ら， 現在の 日本 の 説

教 者た ち を 見た な らば ど の よ うな歴史的判断力 が 行使 され る の で あ ろ うか 。 ふ

りか え っ て 日本 の 牧 師， 説教者 たちが ， 日本国民 に与 え られ た 旧約聖書に 関 し
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て どの よ うな 「歴史 的判 断力 」を有し て い るで あろ うか 。 こ の 「歴 史的判 断力」

を欠落させずに 「旧約聖 書 と説教」 とい う課題 に 取 り組 む こ とは ， 21世紀 に お

け る 日本伝道論を構築す る た め の 必 要 な視座で あ る 。

【2】　聖書と伝道

　日本伝 道を論じ るに あた り， 聖書か ら生 み 出 され る 「歴 史的判断力」 は ，
こ

れ まで どの よ うに 重ん じ られ ， また行使 され て きた の で あ ろ うか 。 宣教 師 ヘ ボ

ン の 判 断 の 中に は ， 日本 とい う伝 道地 に お い て は新約聖書 と ともに 旧 約聖書を

説 教テ キ ス トとして 説教す る こ とが 福音伝道 にお い て 重要で あ る とい う認識が

位置づ け られ て い る 。 ヘ ボ ン の 言 葉 に 従 え ば 「日本国民 に た い し西洋 の キ リス

ト者た ちは ， 聖書 に よ っ て い か な る もの を贈 る こ とが で きるか 」 とい う課題 と

な る 。

　聖書の 翻訳に つ い て 振 り返 るな らば ，
1879 年 （明治 12年） まで に新約 聖書

全 巻 （「元訳 」）の 翻 訳 を完了 して い る 。 特に 旧約聖書 の 翻 訳に つ い て み る な ら

ば ， 新約聖書の 翻訳が完 rす る以前の 1876年 （明治 9 年）に 築地宣教師会議で

旧約聖書の 翻訳を決議 し
，
1887年 （明治 20 年）に は 旧約 聖書全巻 （「明治訳」）

の 翻訳 が完 成 し ， 翌 年の 1888年 （明治 21年）に は 旧新約 全巻 は 出版 され て い

る 。 さ らに 10約聖書は ， 翻訳 され るだ けで な く ， 福音伝 道 の た め に 説教 され る

必 要が 宣教師の 歴史的判断に 加 わ っ て い た点 は重 要で あ ろ う。 旧約聖 書は 目本

伝道 を進 め るた め に翻 訳 され説教 され た の で ある 。
「明治訳」 は ，

「伝 道的に参

画 し
， 伝道 を進 め る聖 書」 とし て 翻 訳 され ，

「説教 テ キ ス ト」 とし て 日本 の 教会

に 与 え られ た とい え る。 日本伝 道 に お い て 「聖 書は説 教 され る べ きテ キ ス ト」

で あ る との 宗教 改革的聖 書観が 最初か ら土台の ご と く据え られ て い た こ とは注

目に値す る 。

　聖書 と説 教 に よ っ て 進め られ る 伝道 の 展 開は ， 上 記 の ヘ ボ ン にみ られ る よ う

に ， Preaching（教 会 の 建 設 と形 成），　 Tcaching（辞 書 か ら 学校 まで ），　 Healing

（医療活動か ら福祉事業ま で ）を範囲 と し て 広範 に 繰 り広 げ られ た 。 明治期 の 宣

教師の 指導に よ る伝道活動 は ， 聖書 とそ の 説教を基軸 と し て ， キ リ ス ト教 の 宗
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教形態 を 日本 文化 の 中に 形成 して い く伝道で あ り， キ リス ト教の 宗教的文化的

形態 を形成す る こ とと福音伝 道を展 開す る こ とが 分 離 されずひ とつ の 関心 とな

っ て い た こ とが うか が え る 。
ヘ ボ ン らに代表 され る宣教 師が 「聖書に よ っ て 凵

本 国民 に贈ろ うとした もの 」 は ， 聖書を基軸 として ， 伝道 ・教育 ・医療福祉 に

お い て キ リス ト教的宗教 と文化を 「歴 史的形態」 とし て 形成 して い くこ とを 日

指す課 題 で あ っ た とい え よ う。

【3】旧約聖書 と説教

　 「旧約聖 書 と説教」 とい うテ ー
マ に接近す る に は

， 説 教 の 場 （文脈）に 対す る

「歴 史的判断力」が 必 要 で ある 。 日本の 歴 史 と社会の 中に 宣教師 の 手 に よ っ て 聖

書が 届 け られ た 。 それ は 単な る文献 （西洋古 典） と し て の 聖書が 日本 に 持 ち込

まれ た とい うの で は な い 。 宣教 師た ち は聖書 を 説教 テ キ ス トとす る 説教 を通 じ

て ， そ の 時代 の 日本 国民 に 福音 を届け よ うとし た の で あ る 。 日本 国民 に た い し

西 洋の キ リス ト者 た ちは ，聖書 に よ っ て い か な る もの を贈 る こ とが で きるか ，

とい う宣教 師ヘ ボ ン の 命題 の た て 方は
，
こ の あた りの 事情 をよ く物語 っ て い る 。

そ の 時代 の 教会 と社 会 とい う大 きな文脈 の 中に 聖書 を置 き ， そ の コ ン テ キ ス ト

の 中で 説教 テ キ ス トをい か に説教 するか とい う歴 史感 覚なし に は 「歴 史的判断

力 」 を行使す る こ とは 難 し い で あ ろ う。 こ の テ
ー

マ に対 して 原理 的 に は 「歴史

的判 断力」 ぬ き に接近 す る こ とも方法 とし て 不可能で は ない 。 い わ ゆ る 「観 念

的な説教本質論」 か ら ， 旧約聖書をい か に説教す るか とい う問題 設定は 不可能

で は ない 。 し か し
， そ の 場合に は い わ ゆ る教派神学か ら導 き出 され る教義学的

説教論を措定 し ， そ の 原理 を適用 す る とい うこ とに な る 。 そ こ で は
一

教派 の 立

場 に 立 っ た教義学的説教論 （教義学の
一

項 日 とし て の 説教理 論） とな っ て し ま

う。 そ の よ うな 「説教論 」 に お い て は ， 言葉の 厳密 な意 味で の 「説教 の 神学」

は位置 を持 た ない こ とに な る。 こ の よ うな教 派教義学か ら導き出 され る 説教論

の 矮小 化か ら 自由に され た説教理 解が 日本伝道 の 開始の 時点 にお い て 確保 され

て い た こ とは 幸い な こ とで あ っ た 。 それ を可能 に し た の が 明治期 の ヘ ボ ン の ご

と き宣教師 た ちの 歴史 的判 断力 で あ る 。 こ の 点で われ われ の 手 に 手渡 され て き
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た 「目本語聖書」 は ， 教派主義的狭 さを克服 して きた 聖書で あ る。 こ の 関連で

歴 史的記憶 と も言 うべ き出来事をあげ るな らば ，
「明治訳聖書」の 成立途上で バ

プ テ ス ト派 の 宣教師 N ．ブ ラ ウン は ，
「バ プテ ス マ 」 の 翻訳 をめ ぐ っ て 自説 に 固

執 し ， 明治 訳聖書 「翻訳委員 」 を辞任 して い る。 こ の よ うに 考え る と1日約聖書

の 「明治 訳」 そ の もの が 歴 史的判断力が 行使 され た 文脈 で 翻訳 され て い る とも

い え る 。

＊

　 こ こ で 日本伝道 とい う観 点か ら ， 説教 と旧約 聖書 とい う課題 を考 えて み よ う。

プ ロ テ ス タ ン ト教会が
， 日本 に お け る伝道 と教会建設 にお い て 「聖書」 を決定

的 に 重要 視 した こ とは 議論 の 余地 は ない で あ ろ う。 と りわけ 1859年 （安政 6

年）か ら開始 され た プ P テ ス タ ン ト伝 道 に お い て は ， 広義 の 意味で の 「聖書の

説教」 が重要な位置を 占めて い る 。 16世紀 の 宗教改革 の 標語で い えば 「聖書の

み」を強調す る宗教が プ ロ テ ス タ ン トキ リス ト教で あ っ た と言 え る 。 19 世紀 の

信仰復興運 動が 生み 出したプ m テ ス タン テ ィ ズ ム とい う歴 史的宗教 的特質 を加

味す る な らば ， ますます 「聖 書の み」 が強調 され る伝道的なプ ロ テ ス タン テ ィ

ズ ム で あ っ た とい え よ う。

　そ れ で は プ ロ テ ス タン ト教会 に お け る 「聖書の み 」 とは い か な る もの で あ る

か 。 こ こ で ル タ ー
の 礼拝論 『ドイ ツ 語 ミサ』（1526年） まで 遡 っ て ， そ の 「聖

書原 理」 の 基本 を 確認 し て み た い 。 ル ター の 礼拝論 を た ど るな らば ， ル タ
ー

は

聖書 を 「説教 テ キ ス ト」 として 礼拝 の 中に位 置づ けて い る。 こ の 点で は 『ジ ュ

ネー ブ 式文 』に み られ る カル ヴ ァ ン の 「説教テ キ ス ト理解」 もま っ た く同じ立

場 を とっ て い る 。 聖書 は説教 され るべ き 「説教 テ キ ス ト」 なの で あ る。礼拝の

中で 説教に先立 っ て 聖書が 読 まれ る時 ， それ は説教 か ら切 り離 され た 「聖書朗

読」 で は な く，
つ づ く説教 の

一
部をなす 「説教 テ キ ス ト」 とし て 読 まれ る の で

あ る 。 平易に 表現 すれば
， 礼拝 の 構 成 要素は ，

「聖 書」 と 「説教 」 と二 項 目に 表

記 され る の で な く，
「聖書 ＋説教」が 一

項 日とし て 表記 され るの で ある 。 そ の 意

味す る と こ ろが 重 要で あろ う 。 ル タ
ー

の 説教理 解に お い て ， 説教 は ケ リュ グマ
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の 説教で あ っ て ，   聖 書テ キ ス トそ の もの の 逐 語 訳 的解釈 と同
一

視 され な い と

い うこ とで あ り，   伝 統 の 中の 特定 の 形式 とし て の 信条や信 仰告 白とも同
一
視

され な い とい うこ とが 内包 され て い る 。

　 こ の 点 （上記   と  ）を 旧約聖 書に 焦点 を当て なが ら論じ て み よ う。 「説教に

と っ て 旧約聖書 とは 何か 」 と言 う課題は
，

「説教テ キ ス トとは何か 」 とい う課題

と重 な る 。 旧約聖書につ い て い え ば ， キ リス ト教会が 歴史 的に継 続し て きた礼

拝説教 は
， 最初期の 教会 にお い て は 「ギ リシ ア 語七 十 人訳聖 書 （Septuaginta）」

を説教テ キ ス トとして な され ， 次に 「ギ リシ ア 語七 十 人訳聖書 と新約聖書」 を

説教テ キ ス トとし て な され て き た説教 で あ る 。 初代 キ リス ト教会に お い て は七

十人 訳聖 書が 説教 テ キ ス トとし て 正 典視 され て い る。 七 十人訳聖 書は ， 正 典 の

「翻訳 書」 とい う二 次 的位置づ けで は ない
。 礼 拝の 中で 「ギ リシ ア 語 七 十人 訳聖

書 （Septuaginta）」 が 正 典 とし て 読 まれ ， 説教 テ キ ス トと して 受容 され ，説教 さ

れ た の で あ る。 そ の 意味 で は 七 十人訳聖書に 対抗 し て 翻訳 され た 旧約聖書 ア キ

ュ ラ ス （Akulas）訳 に み られ る原典主 義 とは異 な る原典理 解 が最初か ら説教テ

キ ス トとし て の 旧約聖書理 解 に み られ る の で あ る 。 こ こ で 言 う 「ア キ ュ ラ ス 訳

旧約聖 書」 とは
，

キ リス ト教会 の 七 十人 訳 聖書 （Septuaginta）尊重 に対抗 して

ラ ビ 的逐語 的翻 訳法で 140 年 頃 に 作成 され た と言われ るギ リシ ア 語訳 旧約 聖書

の こ とで あ る 。 ア キ ュ ラス 訳 を め ぐ っ て は ， 次の よ うな教 会 史的 エ ピ ソ
ー

ドが

伝 え られ て い る ． ラ テ ン 語 Vulgata聖書の 成立 に 関し ，
ヒ エ ロ ニ ム ス が 旧約聖

書の ヘ ブル 語本文 に翻訳 の 起 点をお き ， ア キ ュ ラ ス 訳 を高 く評価す る態度で 翻

訳 （改訳） を試み た。 これ に対 し ， 同 時代 の ア ウ グス テ ィ ヌ ス は ， 過 度な ヘ ブ

ル 聖 書の 尊重 に 対し 警告し ，
七 十人訳聖 書 （Septuaginta）が ヘ ブル 語か ら ギ リ

シ ア 語 に翻訳 され た ときに は 聖霊 の 働 きを認めねば な らない と主 張し ， 非常に

注意深 く七 十 人 訳聖 書 （SeptUaginta）の 正 典視 を 主 張 し た の で あ る。 こ こ か ら

明確に言 え る こ とは次の こ とで あ る。 ア ウグ ス テ ィ ヌ ス にみ られ る七 十人訳聖

書理 解は ， 明らか に 「ア キ ュ ラ ス 訳 的原典主義」 とは違 う考え方に 立 つ
。 ア ウ

グ ス テ ィ ヌ ス の
“

こ の よ うな 旧約聖 書理 解
”

は ， 16世紀に宗 教改革 者た ち に よ
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っ て改め て 明 確 に され た 上で 継承 され た こ とは 説教史的観点か ら と くに 重大視

すべ きポ イ ン トで あ る 。 ル タ
ー が 聖書 を 「説教 の テ キ ス ト」 と位置 づ けた 時 ，

礼拝説教 とは 「説教テ キ ス トが 読 まれ
， 説教 され る」 こ とで あ り，

「礼拝説教」

に お け る聖霊 の 働 きをル タ
ー

は と りわ け重視し て い る こ とと重 な り合 う。

　 これ に対し て ロ
ー

マ ・カ ト リッ ク教会 は
， 全 く反対 の 方 向に 進 ん で い く D ト

リエ ン ト公 会議 （1546年） に お い て ラテ ン 語訳 聖 書で あ る Vulgataを標準聖書

とす る方向に歩み だ し ，
こ の 動 きは ラテ ン 語 に よ る ミサ （ロ

ー
マ 典礼） を 固定

化 し ，
つ い に は ラテ ン 語 以外 の 言語に も翻訳が 禁止 され る 事態 に ま で 至 る の で

あ る 。

　 『ドイ ツ 語 ミサ』に よ る と ， ル タ
ー

は 礼拝改革を進 め る に 際 し
， 旧約 聖書の 説

教 を重視 して い る こ とが うか が え る 。 そ の 場合 ，
ル ター が 受容 した ヘ ブル 語 旧

約聖書 は ， 七 十人訳 聖書 の 系譜 に お い て 受容 され た説教 テ キ ス トとして の 旧約

聖書で あ る 。 ル ター が
，

1日約聖書 を説教テ キ ス トと して 礼 拝 の 中に位 置づ け た

とき ， あ る特定 の 本 文で あ るヘ ブル 語原典 を正 典 として 固定的に 受容 して い る

わけで は な く， 礼拝に お い て 〈あ る解 釈 の もとに 説教 され 続 けて きた 説教 テ キ

ス ト として の 10約聖 書〉を正 典 とし て 受容し て い る か らで あ る 。 そ の 意味で は

ア キ ュ ラ ス 訳的原典主義 とは原典理 解が 異 な るわけで あ る 。
こ の こ とは ロ ー マ ・

カ ト リッ ク教会 が ラ テ ン 語 Vulgataを標 準訳 とし て 正 典 の 固定化 をし て し ま う

正 典理解 とも異 な る こ とは 明 白で あ る 。 ル ター は
， 礼拝で 読み 続 け られ

， 説教

され 続けて きた 〈「説教テ キ ス ト」で あ る正 典 として の 聖書〉をい わゆ る 「聖書

原理 」 とし て 礼拝改革 を進 め た とい え る。

　以上 の こ とか ら ， ル ター の 「聖書原 理 」 と旧約聖 書 との 関わ りを考えて み る

と次 の こ とが 指摘で きる。す なわ ち ， 宗教改革に お い て 受容 した 旧約聖書は ，

ユ ダヤ教 に お け る ヘ ブル 語聖書 の 正 典化 の 系譜 ， また ア キ ュ ラ ス 訳に 見 られ る

ギ リシ ア 語逐 語訳理 解 とは 別 の 系譜の 上に 立 っ て い る 。 旧約聖書を説教の テ キ

ス トとし て 受容 し ， 「聖 書を 説教 す る こ と」 とは ， ラ ビ 的聖 書 の 解 釈 （ミシ ュ ナ
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一
， タル ム

ー ドに よる解釈 ） に お け るテ キ ス ト （聖書）理 解 とは 異 な るの で あ

る． 教会史 （礼拝 史）的観点か らみ れば ， そ もそ も最初か ら 「聖書をテ キ ス ト

とした福音 の 説教 」 は ， 固定化 され た正 典 （教 典） の 解 説で は なか っ た の で あ

る 。

　こ の こ とは か つ て ロ ー
マ

・カ トリッ ク教会が ， 聖書 正 典 をテ キ ス トの 固定化

（Vulgataの 標準化 ） とし て とらえ 「説教テ キ ス トで は ない 聖 書」 の 正 典化 を し

た た め に ラ テ ン 語訳 の 固定化 を引 き起 こ した り，
「聖 書 と教義」 の 並 列化が 起 こ

り ， そ こ か ら教会的権威 に よ る 聖書 の 教条主義的解釈 まで もが 固定化 し た こ と

は
，

ロ ー
マ

・カ ト リッ ク教 会 の ロ
ー マ 典礼 に よ る ミサ の 400年 間の 凍結現象 と

必然 的に結び つ くとい え よ う。 さらに 現在の ロ ー マ ・カ ト リッ ク教 会に つ い て

言 え ば ， 第ニ バ チ カ ン 公 会議に お け る ロ
ー

マ
・カ ト リッ ク教会 の 典礼刷新を経

て 全 く新 し く改革 され た 教会 に な っ て い る が ， それ に もか か わ らず礼拝 に お い

て
，

「聖書朗読」 と 「説教テ キ ス ト」 とを区別 し て 考え る点 に 「説教テ キ ス トで

は ない 聖 書」 理解 が よ くあ らわれ て い る，、 ロ ー
マ

・カ トリッ ク教会 に お け る典

礼刷新後の 「感謝 の 祭儀 と して の ミサ礼拝 」 に お け る 聖 書朗読 の 位置づ けは ，

依然 として 福音主義教会の そ れ と一
線 を画す こ とにな っ て い る． 第 t バ チ カ ン

以後 の ロ
ー

マ
・
カ ト リッ ク教 会 と福音主 義教 会の 聖書 を め ぐ る対話 と理 解 は ，

全 く新 しい 段 階に 入 っ て い る e 東方教会 まで も含 め た礼 拝改革 と無 関係で ない

こ とな ど を織 り込 ん で 議論 を進 め る こ とは 重要な課題 で あ る 。 しか しなが ら ，

ル ター が 「説教テ キ ス トとし て の 聖書」 を礼拝の 中に 位置づ け る こ とに よ り宗

教改革を礼拝改革 とし て 進 め た こ とは繰 り返 し 自覚すべ き重 要 な ポ イン トで あ

ろ う。

＊

　上 記 の よ うに ， 七 十 人 訳 聖書 の 系譜に お い て 受容 した 旧約聖 書 を 「説教の テ

キ ス ト」 として 受容 した福 音 主義教会 は ，
「聖 書 十説教」 とい う結び つ きに お い

て
， 聖書は礼 拝に お い て

，
い つ で も， あ る解釈 を と もな っ て 読 まれ る テ キ ス ト

とし て 受容 し つ づ け て きた の で あ る 。 こ の よ うな聖書理 解は ，
正 典 とし て の 聖
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書 の 各 国 ， 各民 族の 言語 へ の 翻訳 を 可能 に す る原理 を確認す る こ とにな っ た 。

聖 書 正 典 の 各 国語 へ の 翻訳は ， も と も とキ リス ト教会が 「説教テ キ ス トとして

の 旧約 聖書」 を持 ち ， 使徒 と教会に よる証 言 を新約聖書 と して 正 典化 し て い く

系譜 か ら必 然 的に流 れ 出て くる 動 き とい え る 。 こ の 動 き こ そ初代教 会の 爆発 的

な伝道活 動 を引 き起 こ し た聖 書理 解で あ る 。 使徒言行録が 記す初代教会の 律法

理解 ， すなわ ち エ ル サ レ ム の ユ ダヤ人 の 聖 書理 解 と対 立 的に と らえ つ つ ， ペ ト

ロ の 口 か ら説教 させ ，
パ ウ ロ に よ っ て よ り明確 に され た 聖 書理解で あ る 。 それ

は パ ウ ロ に お い て は 劇 的 回 心 を経 なけれ ば た ど り着か な か っ た 聖 書理解 で あ

り，
エ ル サ レ ム の 壁 を突破 し

，
ユ ダヤ人 をは じ め異邦人 へ と向か う伝道 と結び

つ い た 聖 書理解 で あ る 。

　 こ の 聖 書理 解 は
， 説教テ キ ス トで ある聖 書を 「歴 史的判 断力」 を も っ て 翻訳

し ， 説教す る 言語 （各国語 ・ル タ
ー

の 場合 は ド イツ 語 ） へ と移す こ とを要求す

る． そ し て ， 聖書 の 解釈 を説 教テ キ ス トの 翻訳 とし て とらえた場合 ， 翻訳 に よ

る 「言語 の 拡大」 とい う課題 と結び つ く。 こ の 言語 の 拡 大 とい う課題 をル ター

は 『翻 訳 に つ い て の 手 紙』 1530年 にお い て 明確 に し て い る。 こ の 『翻訳に つ い

て の 手 紙』は ， ル タ
ー

の 聖 書翻訳論 で あ り， 聖書解釈論で ある。 こ の 書物 の 形

式 的主題 は
，

「た だ 信仰に よ る 」 （ロ ー
マ 3 章 8 節）の 翻訳 をめ ぐる原典解釈 論

で あ るが ， ル タ
ー

が 強調す る の は ， こ の テ キ ス トの 文 字 を ド イツ 語 に 移す だ け

で は 翻 訳 とは 言 えない 。 こ の テ キ ス トをパ ウ ロ 文書全体 ， 聖書全巻 の コ ン テ キ

ス トの 中に位置 づ け ，
パ ウ ロ の 主張 ， また聖書の 自己主張 に合致 させ るこ とに

よ り， ド イ ツ語 の 限界 を拡 大す る こ とが 可 能で あ る とい う主張で あ る 。 聖書翻

訳者 の 課題 は ， 原 典 の 言語 に よ っ て 白分の 言語 を拡大 し ， 深化 させ るこ とで あ

る とい うe ル ター が ドイツ 語聖書の 翻訳に お い て 実行 し た こ とは
， 聖書を原 典

か ら ドイ ツ 語 へ と平行移動 し た の で は な く， ドイツ 語 の 限界を突破 しなが ら ヘ

ブ ル 語 ・ギ リシ ア 語 を ドイ ツ 語化し た とい え る 。 聖 書の 言語に よ っ て 各民族の

言語 が 拡大す るの で あ っ て 逆で は ない 。 聖 書が 説教 テ キ ス トと して 翻訳 され ，

説教 され る とい うこ とは ，
こ の 言語拡 大 と結 び つ い て い る。福音伝道が ， 言語

形成 ， 文化形成に つ なが っ て い くの は ， こ の 聖書 を説教テ キ ス トとして 翻訳 し ，
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説教す る筋道か らで て くる必 然 な の で あ る c

　こ こ で 冒頭 で 述べ た 明治期 の 宣教師の 持 っ て い た 「歴史 的判 断力 」 に も ど っ

て み た い 。す で に述べ た ヘ ボ ン に 典型的 に 見 られ る宣教師の 「歴史 的判 断力 」

は ， 宗教改革的聖書観 と結び つ い て い た こ とが 指摘で きる。 聖書翻訳 に つ い て

の 理解 ， また聖書は説教 テ キ ス トで あ り福音の 説教 の た め に 与え られ て い る と

の 理解は ， 宗教改革の 最 も生 命的な主張そ の もの だ か らで あ る 。 同 じ こ とを よ

り神 学的観 点か ら述べ る な らば
，
16世紀の 宗教 改革者た ちは ， 説教 ； 「原 典 と

教理 の 解説」 とい う文字 と教理 へ の 固定化 を受 け入れず ， そ の 点を改革 し た の

で ある 。 こ の よ うな聖 書理 解は ， ケ リュ グ マ に 即 し つ つ 福 音を弁証す る伝道 的

性格 を最初 か ら内包 し て い る こ とが 指摘で きる。 明治期 の 宣教師の 持 っ て い た

伝 道 へ の 志 と 「歴 史的判断力 」 は ， ア ウグス テ ィ ヌ ス が 指 摘し ， 宗教改革者が

再発 見し た聖書観 ， す なわ ち 「説教テ キ ス トで あ る 聖書 」 の 弁証力 に 由来 して

い る こ とは伝 道力 の 淵 源 と 目本伝道論 の 基 礎 が ど こ に あ る か を 明確 に し て

い る 。

結　び

　宗教改革者ル タ
ー は ，

「信仰の み 」 あ るい は 「た だ信仰」 とい う真理 を 明確 に

す るた め に聖書全巻 の 主張 を 問題 に した 。 聖 書全 体の 視野 の 中で 「た だ信仰 に

よ っ て の み 義 とされ る」 とい う福音の 根幹が 鮮明に な る と論じ て い る 。 こ の こ

とは 比 較的知 られ て い るが
， その 理解が 「説教テ キ ス トで あ る聖書」 の 翻訳 ・

説教に 巾来 す る こ とは十分 に 受け止 め られ て い ない 。 こ の よ うな説教 テ キ ス ト

理解は ， 〈日本伝道論 と聖書〉 とい う課 題 に 大 い な る示 唆を与え て くれ る ． ま

た ， 宣教師 ヘ ボ ン が
， 聖 書 を翻訳 し ， 日本語 に翻訳す る作業 の 傍 ら英和 ・和英

辞 書 『和英語 林集成』を著し ， 日本 語を ロ ー一マ 字表記 にす るた め の 「ヘ ボ ン 式

ロ ー
マ 字」 を整 えた こ とは ， 日本語 の 福 音に よ る拡大 ， 深化 との 関わ りで 納得

で き る こ とで あ る 。 こ の こ とをル タ
ー

の 翻訳論 と重ね あわせ て 考え るな らば ，

ヘ ボ ン らの 明治期の 宣教師の 日本伝道 へ の 貢献 は測 りが た い 、 と くに 聖書を説

教 テ キ ス トと して 日本語 を拡大 し， 深化す る よ うな説教 を導入 し よ うとし た 宣
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教 師 た ちの 「歴史的判断力 」 は 感謝す べ き歴 史的記憶 で あ る 。 こ の よ うな 「聖

書理解 」 か らは ， 説教 テ キ ス トの 逐 語訳 的解説 の ご とき説教は 生 まれて こ ない

で あ ろ うし ， 説教を信条や信仰告 白と同
一

視 し た よ うな教理解説 と区別 が つ か

ない よ うな説教 も生 まれ て こ ない で あ ろ う。 現在 の 教 会の 伝道力 の 哀弱化 に 関

し ， 説 教 の 責任 を 自己 吟味 的 に検討 し て み る とき説教 と説教テ キ ス トとの 関係

に つ い て 宗教改革者た ちの 理 解 ， ま た ヘ ボ ン に 代表 され る明治期 の 宣 教師た ち

の 理解 を再吟味 ， 再 自覚す る必 要が あ る の で は な い か 。 （や まぐ ち ・た かやす）
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