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芳　賀 力

　性 の 倫理 の 乱れ は結婚 の 危機 と して 社会 現象化せ ざ る を えな い
。 同棲 ， 未婚

の 母 ， 不 倫 ， 家 庭 内別 居 ， 離 婚 と い う今 日 の 社 会 現 象 に 対 して ， キ リス ト教 倫

理 は い か な る発言力 を行 使 し うる の か
。 加 え て 今 日 ， 人 権擁 護 の 立 場 か ら性 的

同
一

性障害 の 社会 的認 知 （社会 的 合法 化 な い し脱 倫理 化 ） とい う問題 が 浮 上 し

て きた 。
こ れ は世界的 な 社会 現 象 と も言 え る も の で あ るが

， 現 在 の 教 団教 師制

度 を揺 るが す焦眉 の 問題 と して 浮上 して きた 経緯 を受 け止 め
， 神学的発言 に 責

任 を 負 う者 と し て こ こ に 火 中 の 栗 を拾 う こ と に す る 。
こ の 問題 に つ い て の あ ら

ゆ る発言 は ， 感情的 な レ ッ テ ル 張 りや 個 人 攻撃 の 材料 に 用 い られ て は な らず ，

冷静 で 慎 重 な 神学的論議 が 求 め られ る 。

1　 同 情的 肯 定 か 福 音 的 癒 し か

1．1 罪 と破 れ の 中に うず く ま っ て い る ，

「
自己 へ とね じ曲 げ られ た 」 （M ．ル タ

ー ） す べ て の 人 間 を， 神 の 御前 に 人 と共 に 生 き る 自由 へ と贖 い 出 して 下 さ っ た

イ エ ス ・ キ リ ス トを頭 と す る教 会 は
，

い か な る 人 間 を も差 別 な く愛 の 交 わ り へ

と受 け入 れ る 。 そ れ 故教会 が 同性愛者 を偏見 を も っ て 拒 む 理 由 は な い
。 私 た ち

は ， 同性愛者 を 不 当 に 差別 し て き た 過 去 の 歴 史 を ， 痛 み を 覚 え て 反 省 す る 。 教

会 は彼 らを主 の 招 きの 下 に あ る 兄弟 姉 妹 と して ， 理 解 と寛 容 を も っ て 迎 え入 れ ，

同 じ神 の 言葉 を聴 く恵 み へ と招 く務 め を主 か ら託 さ れ て い る 。

1．2　 しか し教 会 が 与 え る の は
「
安 価 な恵 み 」 （D ．ボ ン ヘ ッ フ ァ

ー ） で は な い
。

人 間 を受 容す る こ と で 新 し く生 ま れ 変 わ らせ る 神 の 力 あ る 恵 み は
， 同情的 な 現
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状肯定 と は異 な る 。 神 は罪人 を義 とす る方 で あ っ て ， 罪 そ の もの を義 とす る （正

当化す る ）方 で は な い
。 必 要な の は

， 新 し い 変容 を もた らす神 の 愛 の 業で あ り，

福 音 的 癒 しで あ る 。

1．3　 キ リス ト教 倫理 の 実践 的課題 は
， 個人 を 裁 き断 罪 す る こ と に あ る の で は な

く， 生 の 形 成 に 良 きオ リ エ ン テ
ー

シ ョ ン を与 え て ， 真実 の 神 と の 交 わ りへ と方

向転 換 （悔 い 改 め ） さ せ
， 失 わ れ た 人 間 を 回 復 す る こ と に あ る 。

2　 聖 書 の
一

義的明瞭 性 と詭 弁的解釈

2．1．1 「
神 は御 自分 に か た ど っ て 人 を創造 さ れ た

。 男 と女 と に 創造 さ れ た 」 （創

世 記 1 ：27）。 聖 書 は人 間の 創造 を初 め か ら性別 （ジ ェ ン ダ ー ） の あ る 存 在 と し

て 見 て い る 。 男 で あ る こ と ， 女 で あ る こ と は人 間 の 神似像性 に 属 し て い る 。

2。1．2 他 者 （異 な っ た 位 格存在）と の 交 わ りの 中で
一

つ で あ る こ と が ， 愛 そ の

もの と し て の 三 位
一

体 の 神 の 本質 で あ る な らば ，
こ の 神 に か た ど っ て 創造 さ れ

た 人 間 も そ れ に 対 応 し て 他 者 （異 な っ た性） との 出会 い と交わ りの 中 で 愛 の 本

質 を成就 す る 。 神 と人 間 の 間 で の 我 と汝 の 人 格 的 呼応 関係 は ， 男 と女 の 間 で の

我 と汝 ， 汝 と我 の 具 体 的 一
呼応 関係 の 中 に 反 映 して い る 。

2．2 「 こ うい うわ けで
， 男 は 父 母 を離 れ て 女 と結 ばれ ，

二 人 は
一

体 と な る 」 （創

世記 1 ：24）。 主 イ エ ス は こ の 言葉 を引用 し て
， 男女 の 結婚的 な交わ りを神 の 御

旨 と して 示 し ， そ の 絆 の 神的 創始 に よ る も の で あ る こ とを 明示 さ れ た 。

「従 っ て ，

神 が 結 び合 わ せ て くだ さ っ た もの を ， 人 は 離 し て は な らな い 」 （マ ル コ 10 ：9 ）。

2．3．1 子 供 の 出産 は そ れ 故 ， 単 な る 生 物 学 的 な増 殖 過 程 の
一

部 で は な く ， 創 造

者 な る神 の 意志 の 現 れ で あ る
。

「神 は彼 ら を祝福 して 言わ れ た
。

『産 め よ
， 増 え

よ， 地 に 満 ち よ』」 （創世記 1 ：28）。 そ れ は 堕罪 の 後 ， 女性 に 与 え ら れ た産 み の

苦 し み に も か か わ らず ， 男 女 が 助 け合 っ て 命 を継 承 す る 喜 び を共 に 分 か ち 合 う

祝福 で あ る こ と を止 め て い な い
。 そ れ 故 に こ う勧 め られ る 。

「
同 じ よ う に ， 夫 た

ち よ ， 妻 を 自分 よ りも弱 い もの だ と わ き ま えて 生 活 を共 に し ， 命 の 恵 み を共 に

受 け継 ぐ者 と し て 尊敬 し な さ い 」 （第 1 ペ ト ロ 3 ：7 ）。

2．3．2 「
二 人 は

一
体 と な る （

一
つ の 肉 とな る ）」 とい う こ と は ， 単 に 性的結合 を
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意 味 す る の で は な く
， 与 え られ た 子 供 と い う歴史的存在の 中に 否定 さ れ な い 仕

方 で 表 現 さ れ て い る 夫 婦 の
一

体性 を示 し て い る 。

2 ．4 −1　も ち ろ ん 「天 の 国 の た め に 結婚 し な い 者 も い る 」 （マ タ イ 19：12）。 よ り

広 い 社会 的 な交 わ り の 中で 労働 や 文 化 の 形 成 ， ま た 社 会的 ， 教 会 的奉 仕 を通 し

て ， 男 と して ま た 女 と し て 神 に 仕 え 隣 人 を 愛 す る 選 択 の 自 由 も ま た 存在 す る （第

1 コ リ ン ト 7 ：8 ）。 主 も ま た 自 ら に 与 え られ た公 の 使命 の 故 に ， 独 身 を貫 か れ

た の で あ る 。

2．4．2　また ， 願 い つ つ も子 供 を与え られ な い 夫婦 の 場合 も，

「メ シ ア 誕 生 の 後

に あ っ て は 」 （K バ ル ト）， 子 供 が 与 え られ な け れ ば 祝 福 さ れ な い と い う社 会 通

念 に よ る 強迫観念 か ら は 解放 さ れ て お り ， む し ろ狭 い 血 縁 関 係 を乗 り越 え て ，

よ り多 くの 神 の 子 供 た ち の 共 同 の 養育 に 参与 す る機会 を与 え られ て い る 。

2 ．5．1　 しか し二 人 の 異 な る性 が
一

体 とな り， 継続 的 に 愛 を深 め ， 互 い が 他 の 助

け 手 と して （創 世 記 1 ：18）， 父 と な り母 と な っ て 家 庭 を 形 成 す る と い う ，
こ の

男 女 の 結 婚 の 形 態 に ， 並 び 立 ち ， あ る い は 取 っ て 代 わ り う る よ うな
， 神 の 祝福

の 下 に あ る それ 以 外 の 性的関係 は な い
。

「
人 間 は ， 愛 で あ る 神 の 被造 物 と して ，

愛 へ と 向け て 造 られ て い る 。 し か し こ の 人 間 の 規 定 は ， 人 間が 自分 を神 か ら遠

ざ け る と こ ろ で は 倒錯 す る 」 （バ ネ ン ベ ル ク ［W ．Pannenberg
，
　Die　Liebe　und

ihr　MaB − MaBstab 　fUr　das　Kirchesein　von 　Kirche
，
　in ：M ．　Aust ／H ．CGensi −

chen ／T ．　S．　Hoffmann （Hrsg ．），
　 Christlicher　 Glaube　 und 　Ilomosexualittit．

Arugumente 　aus 　Bibel
，
　Theologie 　und 　Seelsorge

，
　Stuttgart　1994 ，　S．14］）。

2．5．2 神 の 創造 秩 序 に 反 す る ， 祝福 され な い 未 熟 な 愛 の 形 態 の 中に は ，

一 夫一

婦制 に まで 人 格的 に 高 め られ な い
一

夫 多妻 制 と そ の 擬似的形 態 ， 結 婚 に 縛 られ

ず に 自由 な 性 的 関 係 を （し ば しば 相 手 を換 え な が ら）半永久 的 に 続 け よ う と す

る 同棲 ， 信頼 に よ っ て 支 え られ て い る人 格的交 わ りを明 らか に 裏切 る不 倫 ， 聖

書 が 禁 じ て い る近 親相 姦 ， 獣 姦 ， そ し て 同 性愛 が 含 まれ る 。

2．5．3　定義 ：　 こ こ に 言 う同性愛 と は ， 特定 の 同性 と 肉休 的結 合関係 を 軸 に し

て 共 同生 活 を営 む こ と を 目的 とす る 愛 の 形 態 を言 う。 そ こ に は 少 年愛 や 両性愛

（Bisexualitat） も含 まれ る 。 しか し同 性 の 友情 ， また共 通 の 使命 に 生 き る 同 士

77

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

愛 や 師弟愛 は含 まれ な い
。

2．5．4　友情 は す ぐれ た 人 間 愛 の
一

形 態 で あ る （ダ ビ デ と ヨ ナ タ ン ： 1 サ ム エ ル

18−20
，

IIサ ム エ ル 1 ：26）。 ま た 同士愛 や 師弟愛 は ， 崇高 な 使命 を共有 し ， 互 い

に 人 間的 成長 を遂 げ る た め に 神 に よ っ て 与 え られ た ， 高度 に 精神的 な 人 間的交

わ りで あ る （モ
ー セ と ヨ シ ュ ア ，

エ リヤ と エ リシ ア ，
パ ウ ロ と テ モ テ な ど）。 そ

れ 故 ， イ エ ス と弟 子 た ち ， 特 に イ ス カ リオ テ の ユ ダ と の 関 係 を同性 愛的 に 捉 え

る 驚 くべ き現 代 の 聖 書解釈 は ， あ ま りに も度 は ず れ た 解釈 で あ る と言 わ ざ る を

え な い
。

2．6．1 聖書 の 中に は ，
こ うし た 同性愛 を支持 す る箇所 は

一
つ もな い

。 む し ろ そ

れ を明瞭 に 退 けて い る 。

　 旧約 聖 書 に 見 る 同性 愛 問題 に つ い て の 関連箇所

　　　　 ・ レ ビ 記 18：22
，
20：13

　　　　 ・創世 記 19：4 −11

　　　　 ・ 士 師記 19：22−26

　新約 聖 書 に 見 る 同性愛問題 に つ い て の 関連 箇所

　 　 　 　 ・ ロ マ 1 ：24−32

　 　 　 　 ・ 1 コ リ ン ト 6 ：9 −11

　 　 　 　 ・ 1 テ モ テ 1 ：8 − 11

2．6．2　 こ の 明瞭 な 一
義性 に 対 し て な さ れ る 反 論 ， す な わ ち ， こ れ ら の テ ク ス ト

に お い て は何 ら同性 愛 は 問題 に な っ て い な い とす る解釈 は ，

「
初 め か ら 同性愛 を

擁護 し主張 す る 立場 か ら な さ れ た 詭弁的解釈 で は な い の か 」 とい う嫌 疑 を十分

に 晴 らす こ と に 成 功 し て い な い
。

2 ．6 ．3．1　 また
， 聖書 テ ク ス トを 時代的 ， 環境的 な文 化 史 的制 約 の 故 に ， 相対化

し空 無 化 す る こ と は ， 神 の 言 葉 と して の 聖 書 の 正 典 性 を ひ そ か に 放 棄 して い る

こ と を意味す る 。
K ．　P．ドン フ リード

「
性 に つ い て の 正 典 的研 究方 法 」 （C．　E．ブ ラ

ー
テ ン ／ RW ．ジ ェ ン ソ ン 編

『聖 書 を取 り戻 す 』拙 訳 ， 教文館 ， 1998年 ， 59−72頁）

参 照 。

2．6 ．3 ．2 当該 の 聖 書 テ ク ス トに お い て 問題 とな っ て い る こ と は ま さ に
， 当時 の
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文化 史 的環 境 に お い て 優 勢 な 時 代 思 潮 に 対 峙 す る
， 神 の 啓 示 的 な 知 識 で あ り ，

そ れ は神の 被造物 と して の 人間に 対す る普遍的 な内容 を保持 して い る 。 同性愛

を巡 る パ ウ ロ の 発 言 は ，
ヘ レ ニ ズ ム 文 化 圏 に お け る 同性 愛 礼 賛 の 慣 習 に 対 峙 し

て
， 本来 の 人 間の 愛 の あ り方 を提 示 す る新 し い メ ッ セ ー ジ で あ る 。

フ ァ ン ダメ

ン タ ル な逐 語 霊 感 説 を取 る必 要 は な い が ，

一
面 的 な 歴 史 一批 評 学 の 陥 穽 に は ま っ

て ， 神 の 言葉 と し て の 聖 な る メ ッ セ ー ジ を聴 き損ね て は な らな い
。

2．6．3．3　確か に 聖 書の 発 言 に は ， 神の 共 同体 の 秩序維持 と い う視点 か らの 様々

な 勧 め が 含 まれ て お り ， そ こ に は 生 活慣 習 に 関 わ る 事 柄 か ら対 人 関係 ， 神 関係

に 至 る まで ， 倫理 的 重 要度 か ら して 区別 され るべ き段階が あ る 。 そ して 人 に 関

わ る規 定 （近 親相姦 や 不 倫 ， 殺 人 の 禁 止な ど） を 生 活 慣 習 に 関 わ る 規 定 （た と

えば
， 汚れ た 食物 の 問題 な ど） と 同断 に 論ず る こ と は で きな い

。

3　 人権擁 護論 と倫理 的無 責任

3．1．1 同性愛 そ の もの は何 ら新 しい 問題 で は な い
。 今 日 に お け る 新 しい 事 態

は ，

「同性 愛 も ま た 正 常 な愛 の 形 態 で あ り ， 神 の 創造 の 正 当 な
一

変種 に す ぎな い 」

と して ， そ の 倫理 的 ， 市民 的， 法的正 当化 を権利 と し て 主張 す る よ うに な っ た

点 に あ る 。

3．1．2 異 性愛者 ど う しの 結婚式 が そ の 社会的束縛 の 故 に 回避 され る傾向 に あ

る こ の 現 代 と い う時 代 に あ っ て ， 同性 愛 者 ど う し の 結 合 式 （ユ ニ オ ン ：教 会 で

の 結婚式 に 相 当） が 宗 教 的 儀礼 と して求 め られ る とい う こ と は確 か に 驚 くべ き

こ とで あ る が ， そ れ は ， 彼 らが そ の 市民 的 ， 社会的認 知 と ， 不 安 定 な 結 合 関 係

の 安 定化 を求 め て い る こ と に 理 由が あ る 。

3．2．1 社会的少数者 の 存在 は 差別 さ れ て は な らず ，
そ の 基本 的人 権 が 擁 護 さ れ

な け れ ば な ら な い とい う鉄則 は近 代 市民 社会 の 獲 得 し て き た 失 うべ か ら ざ る遺

産 で あ る 。 それ 故 同性愛者 の 人 権 も ま た真 剣 に 顧 慮 され ， 擁 護 され な け れ ば な

らな い
。

3．2 ．2　 しか し同性愛者 の 基本的人権 を尊重 す る とい う こ とが ， た だ ち に 同性愛

行 為 の 是 認 と正 当化 に つ な が る 必 要 は な い
。 無 反 省 な 同情 的支 援 と連 帯 は 倫 理
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的 な 無責任 を招 き ， 結果 と して 不 親 切 に な る場 合が あ る こ と を知 る べ きで あ る 。

3．2．3 聖 書 が 本来 の 愛 の 形 態 か ら逸 脱 して い る と見 な し て い る もの を逸 脱 と

し て 知 らせ る こ と は差別 で は な い
。 現 代的 な 考 え方か ら同性愛行為 を逸脱 で は

な い と判 断 し て 認 知 す る こ と は
， 同性 愛 者 が 癒 さ れ ， 変 え られ る 可 能 性 を遮 断

す る こ とに な る 。

3．3．1 教 会 は す べ て の 者 に 主 イ エ ス ・
キ リス トに よ る 罪 の 赦 し を 語 る 。 し か し

こ の 罪 の 赦 し の 中 に は ，

「行 き な さ い 。 こ れ か ら は
， も う罪 を犯 して はな らな い 」

（ヨ ハ ネ 8 ：11） とい う聖 化 へ の 勧 め も また 含 ま れ て い る 。 す べ て の 者 に あて は

ま る 義 認 と聖化 の ダ イナ ミズ ム の 中 に ， 同性 愛 者 も また 置 か れ て い る 。

3．3．2 聖 書 が 罪 と い う言葉 で 言い 表 し て い る 事柄 は
， 神 の 被造物 と して の 人 間

の 生 き方 が 本 来 あ る べ き軌道 を外 れ ， 様 々 な苦 しみ や 悲惨 さ を自 ら抱 え込 ん で

し ま う事態 を指 し て い る （拙著
『
救済の 物語』日本基督教団出版局 ， 1997年， 270

頁以 下 。

『
物語 る 教会 の 神 学 』 日本 基 督教 団 出版 局 ， 1997年 ， 97頁 以下 参照 ）。

3．3．3　　そ こ で 重 要 な こ と は ， 最初か ら断罪 を 告 げ る こ とで は な く
， 知 らず し

て 陥 っ て い る悲惨 さ か ら救 い 出す こ と， そ の 救済 の 道が イ エ ス ・キ リス トの 愛

の 中 に あ る こ と を語 り示 し ， そ こ を共 に 歩 む こ と へ と招 き促 す こ と で あ る 。 同

性愛者 に 対 して も， そ の よ うな態度 が 求 め られ る 。 そ の 痛 み を完全 に 共有で き

な い に し て も， 愛 と 理 解 を も っ て 接 す る こ と が ， す べ て の 牧会者 に 課 せ られ た

務 め で あ る
。

3 ．4．1 多 くの キ リス ト者 は ， リベ ラ ル で は な い とい うレ ッ テ ル を貼 られ る こ と

を恐 れ る あ ま り ， 同性 愛 を含 む 現 代 の 性 の 混 乱 し た 状 況 に 対 して 口 を閉 ざ す 。

しか し そ の こ と は教会が ， 性 の 問題 に つ い て の 倫理 的 方 向付 け を若 者 （ま た 無

防備 な 子 供 た ち ）の 中 に 作 り上 げ る べ き重 要 な 仕 事 を ，
い と も た や す く家 庭 の

中に 侵 入 し て くる マ ス メ デ ィ ア （現代 の 世相 を映す テ レ ビ の トレ ン デ ィ
ー ・ ド

ラ マ ） や 電 子 メ デ ィ ア （イ ン タ ー
ネ ッ ト） に 委 ね て し ま っ て い る と い う こ と を

意味す る 。 そ の こ とで 教会 は ， 世 の た め に 教会 に 委ね られ た預言者的使命を放

棄 して い る の で あ る 。

3，4．2 教会 は時代的 な価値観 の 変動 に 自ら を委 ね る こ と はで き な い 。

「あな た
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が た は こ の 世 に 倣 っ て は い け ませ ん 。 む し ろ ， 心 を 新 た に し て 自分 を変 え て い

た だ き
， 何 が 神 の 御 心 で あ る か

， 何 が 善 い こ と で
， 神 に 喜 ばれ ， ま た 完全 な こ

とで あ る か をわ き ま え る よ うに な りな さ い 」 （ロ ー マ 12：2 ）。 ま さ し く「霊 の 火

を消 さ ず ， 預 言 を軽 ん ぜ ず ， す べ て を 吟味 して ， 良 い もの を大 事 に す る 1 （1 テ

サ ロ ニ ケ 5 ：19−21） とい う こ と
， そ こ に 教会 の 使命が あ る。

4　 自然 的素質 と意志 的行為

4．1．1． 同性 愛 者 の 人 権擁 護 論 の 背後 に あ る もの は ， 同性愛的な 気質 が ， ホ ル

モ ン あ る い は 染色 体 異常 ， 更 に は環境 ホ ル モ ン の 影響 に よ る 先天 的な 生 理 的要

因 に 基 づ く とす る
一

部 の 識者 の 見解で あ る 。 そ れ に よれ ば， 主 観 的 な 意 志 を含

む 件 的嗜 好 に 対 し て ， 客観 的 な 生 埋 的構 造 に 由来 す る性 的指 向 と は 区別 さ れ な

け れ ばな らず ， 後者 は 容認 され る べ きで あ る とい う 。

4．1．2　 し か し こ の 自然 的 素 質 論 に 関 し て は 専 門家 の 問 で も ま だ意 見 が 分 か れ

て い る
一

理論 で あ り， 完全 に 科 学 的 に 立 証 さ れ た わ け で は な い 。

「
ど の よ うな 要

因 が 性 的 方 向付 け を 決 定 す る の か ， こ れ ま で の と こ ろ ま だ科学 的 に 解明 され た

わ け で は な い 」 （Kinsey −Report，　Mttnchen　l991）。

4．1．3 完 全 に 立 証 さ れ た わ け で は な い 仮 説 を公 然 た る事 実 と し て 議 論 の 前 提

に す る こ と は で き な い
。 仮説 を既 成 の 事実 と し て 前提 に な さ れ る議論 の 背 後 に

，

何 らか の 作為的主 張が 隠 され て い ない か ど うか ，

一
度 は 冷静 に 判 断 さ れ る 必 要

が あ る 。 先天 的 な機能疾患 に 起 因す る者 もい る で あ ろ うが ， そ うで な い 者 ， す

な わ ち 成 長 の 過 程 で 後 天 的 に そ うな っ た 者 も い る 。 そ の 場 合 ， 前 者 を 理 由 に 後

者 の 治 癒 の 可 能性 が 初 め か ら断 た れ て は な ら な い
。

4．1．4　明 らか に器 官疾 患 に 属す る性 的 同一 性 障 害 が あ り， 医学 的な判断か ら外

科手術 を 含む 加療 が 必 要 とな る場合が あ る 。 障害 は そ の 個人 の 罪 で は な い し ，

また 親 の 罪 で も な い
。 む し ろ障 害 を負 う者 は

， 救 済 を必 要 と す る 全世界 を 存在

論的 に 代表 す る ， 最 も純粋 な 形 で イ エ ス ・キ リス トに 向か い 合 う関 係 的 な 存在

で あ る ［拙 著 『自然 ， 歴 史 そ し て 神義論 』 日本 基督 教 団 出版 局 ，
1991年 ，

233頁

以 下 参 照 ］。 し か し こ の よ うな 医学的ケ ー ス が す べ て の 同性 愛 問題 の 事 例 を 包括
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す るわ け で は な い
。

4 ．2．1 同性愛的な 気質 を性心 理 的病理 と し て 捉 え る説 も また存在 す る 。 そ の 場

合 に は
一 切 の （場 合 に よ っ て は 医学 的 な ） 先 入 観 を 排 除 して ， 治癒 と回復 の 道

が 用意 され な け れ ば な らな い
。 性 的気質 は変 え られ な い と す る 見解 に 対 し て は

，

多 くの 心 理 療 法 的 ， お よ び 牧 会的臨床例 が 反 論 し て い る 。 Vgl．　Joseph　Nicolosi，

Homosexualittit　und 　Uberwindung ．　 Acht　Lebensbeschreibungen
，
　Werkaus −

gabe 　Offensive　Junger　Christen，　Reichelsheim．

4 ．2．2 同性愛 を病理 と見 な す こ とが 差 別 に 当た る と い う論 法 は
， その こ とで 論

者 自身 が ， 病 を負 っ て生 き て い る す べ て の 者 を差別 す る矛 盾 に 陥 る 。 人 間 は皆

何 ら か の 意 味 で 病 や 障 害 を負 っ て い る 。 確 か に そ の こ と が 明瞭 に 外 在 化 す る場

合 に ， 病者 が不当に 被 る社会的偏見 と差別 に 対 して
， 教 会 は断固 と し た否 を語

り， 共 同 の 戦 線 を組 ま な けれ ば な ら な い
。 しか し病 そ の もの は差別 され るべ き

対 象で は な い
。 必 要 な こ と は む し ろ

，
そ の こ と を理 解 で き る成熟 した社 会通 念

が 定着で き る よ うに ， ま わ りの 知 人 を啓 蒙 す る こ とで あ る 。

4．3．1 そ もそ も同性愛 へ の 傾向 は病気 で は な く， そ の 人 に と っ て 生 まれ っ き 自

然 な の だか ら是 認 す べ きだ とす る見解 は
， 自然 の 中に 潜 む人 間の 根源 的な 罪 の

問題 を 真剣 に 受 け止 め て い な い
。

4 ．3 ．2　聖 書 に よれ ば 自然 は た だ ち に 良 き も の で は な く， 罪 の 故 に 歪 め られ ， 虚

無 に 服 し て お り （ロ
ー

マ 8 ：20），
こ の 中間 時 に お い て は 贖 わ れ 救 わ れ る べ き被

造物 と し て ， 救 済待 望 的 に 存 在 して い る の で あ る 。

4 ．4．1 心 的傾 向 と意 志的行為 と は区別 さ れ な けれ ば な ら な い
。
ど ん な人 間 の 中

に も心的傾向 は存在 す る 。 ジ ェ ン ダー 変換 へ の 憧 れ もま た 存 在す る 。 し か し そ

れ が 行動 とな り， 他者 に 関わ る社会的行為 と な る た め に は ， 本能だ けで 行動す

る 動物 と は 異 な っ て
， 人 間 に は 意 志 が 必 要 で あ る 。

4．4．2 心 的傾向か ら現れ 出 る行 動 を す べ て 是 認 す る こ と は で き な い
。 生 ま れ な

が ら に 盗癖 が あ るか ら と い っ て 盗 み を働 く こ とが 許 され るわ けで は な く， 人 よ

り も攻撃性 が強 い か ら と い っ て 殺 傷行 為 が 是 認 さ れ る わ け で は な い
。

4 ．4．3 性 の 問題 に は肉体 的 接触 の レ ベ ル だ け で は な く， 想像的 心 理 世 界 の レ ベ
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ル も ま た 含 ま れ る が ， 同性愛 へ の 傾 きを持 つ 者 が 必ず し も実践的 な 同性愛 行 為

に 至 ら な け れ ば な ら な い 必 然性 は な い
。 人 間 の 行為 を す べ て 自然 的本 能 の 問題

に 還 元 す る な ら ば ， 倫 理 問 題 は 解体 さ れ る で あ ろ う。

5　 成熟 した人 間性 へ の 統 合

5．1．1 性 の 問題 は 人 間 の 存 在 規 定 に と っ て 欠 か す こ とが で き な い ほ ど に 重要

で あ る 。 しか し性 の 問題 が 人 間存 在 の す べ て で は な い
。 性 の 問 題 は 人 間性 の 実

現 に と っ て ， そ の
一

要素 で は あ っ て も， 他 の す べ て を支配 す る ほ ど に 絶対 的な

中心 事 項 で は な い
。

5．1．2 教 会 は ま さ に ， 人 間が 神 と の 霊 的 な 関わ りの 下で ， 肉体 （身体 ）的 の み

な らず精 神 （心 ） 的 な 次 元 に お い て も他 者 と 関 係 を取 り結 ぶ 存 在 で あ る こ と を ，

現 代 に 最 も よ く語 りう る場 所 で あ る こ と を 自覚 す る必 要 が あ る 。

5．L3 性 の 問題 は ， 全 人 格的で 自出な る愛 か ら切 り離 さ れ ， 他者 が も っ ぱ ら 自

己 の 欲 望 の 対象 とな る こ と に お い て 堕 落 し逸脱 す る 。 そ れ は 神 の 愛 に 支 え ら れ

た 真 実 の 愛 （ア ガ ペ ー を 基礎 に し た エ ロ ー ス ） か らの 退行 で あ り， ア ガ ペ ー な

し の 狭 め ら れ た エ U 一 ス へ の 転 落 で あ る 。

5．L4 　同性愛問題 を考 え る に 際 して も， 性 の 問題 が 日常生 活 の 中で 「非中心化 」

（K ．バ ル ト）さ れ ， 人 間 と して の 自己 実 現 の 過 程 全 体 の 中 に 統合 さ れ る必 要 が あ

る 。

5 ．2 本 能 的 な性 の 抑圧 は人 間性 を阻 害 す る と い う 主 張 が あ る 。 しか し 自己 の 性

的 願 望 を よ り高 い 目的 の た め に 抑 え る こ と （目的論 的 禁 欲 ） は
， 決 し て 人 間性

の 歪 み を も た らす も の で は な く，
か え っ て よ り大 き な 自己 実 現 と 他者受 益 を も

た らす もの で あ る こ と を ， 人 間 の 歴史 の 歩 み の 中 か ら学 ぶ 必 要 が あ る 。

5．3　同性愛 が 基 本的 に 同性 の 中 に 自己 を見 い 出 そ う と す る 性的欲 求 で あ る 限

り， そ れ は他者 と して の 異性 を敵視 し排除 す る ナ ル シ シ ズ ム 的 傾 向 を 隠 し持 つ
。

そ れ は ， 自然 的 欲 求 を 解放 す る こ と で 人 聞性 を実 現 して い る の で は な く， む し

ろ 他者 へ と向 か う成熟 し た 人 間性 が 阻害 さ れ て い る 状 態 を意 味 し て は い な い か
，

よ く考 え る 必 要 が あ る 。

「
同性愛 と は ， も うひ と つ の 自分 の ， 不安 に 満 ち た絶 え
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ざ る探求で あ り， そ の 結果， 倒錯者 は 他者 ，
つ ま り異 性 に 向 か っ て 発展 す る こ

とを妨 げ られ ，
つ い に 成 熟 を遂 げ る こ とが で きな い 」 （A ．モ ラ リー ダー ノ ス

『
性

関係 の 社 会 学 』 宮原 信 訳 ， 白水 社 ， 50頁以 下，
ロ ジ ェ

・メ
ー

ル ／ 小林 恵 一 編 訳

『
現代 の 愛 と性 』 ヨ ル ダ ン 社 ， 1989年 ． 232頁以 下 参 照 ）。

5．4．1　同性愛 的感 情 が
，

よ り深 い 次元 に 横 た わ る 心 理 的
一
人 格的 な 障碍 の 徴候

で あ る 場合が あ る。 そ の 場合 ， 同性愛が 人 格 障 害 の 原 因 な の で は な く， む し ろ

人 格的障碍 こ そ 同性愛 の 原因 な の で あ る
。

5 ，4 ．2　そ れ 故 同性 愛者 を理 解 し受 容す る た め に は ， 同性愛的感 情 を無 理 に 変 え

させ る こ と よ りも， その 原 因 と な っ て い る 心 的障碍 を取 り除 き ， 痛 み を 引 き起

こ し て い る 問題状況 そ の もの を克服す る よ うに 助 け な け れ ばな らな い
。

5．4 ．3　そ の
一

助 と して は， 否 定的 な 自己像 を取 り壊 し ， 神 に よ っ て 与 え られ た

性 を持 つ 自己 に 対 す る積極 的 な像 の 再建 に 力 を貸 す と い う こ とが 考 え られ る 。

こ う し た こ とが 心理 療法 や 牧会 の 場 で 試 み られ る 。

5．4、4 臨 床例 三 題 ：

　（a）
一

人 の 若 い 女性 は ， 幼少年期 ， 叔父 に よ り長期間 に わ た っ て頻繁 に 性 的

虐待 を受 け て き た
。 彼女 の 中 に は 男性 に 対 す る根本的な 心 理 的 ブ ロ ッ ク ， 敵意

と嫌悪 感が 培わ れ た 。 思 春期 を迎 えた彼女 は ，

一 人 の 女性の 中に 初 め て 彼女 を

包 み 込 ん で 保護 して くれ る存在 に 出会 い
， 同性愛的 関係 に 入 る 。 し か し異性 に

対 す る 恐怖 心 は 取 り除 か れ ず ， 助 長 され ， 心埋 的抑 圧 か らの 解放 は な さ れ な い

ま まで あ っ た 。

　（b）
一

人 の 若 い 男性 は
，

一
度 も父 親 に よ る受 容 の 経験 を持 っ た こ と が な か っ

た 。 思 春 期 に な っ て 初 め て 彼 は ，　 一人 の 男性 の 中に 自分 を受容 し導 く父性 を発

見 し
，
そ の 感情 を性的 に 表現 す る よ う に な っ た 。 男性 の 同 性愛 者 の 場 合 ， し ば し

ば家 族 の 機 能 不 全 ， 特 に 父親 の 無 関心 ， 冷淡 さ ， 存在論 的不在 （存 在 し て い る に

もか か わ らず存在感 の な い 状 態 ［注記 ：父 親 との 早 期 の 死 別 は か え っ て ， そ の

試 練 を通 して 逞 しい 人間的成長 を遂 げ る 事例 の 方 が 多い ］）が 関与 して い る 。

　（c ） あ る男性 は 小 さ い 時 か ら男性 と し て の 自分の 心理 的 な像 を否 定 し た い 衝

動 に 駆 られ て き た 。 彼 は い つ も人 よ り背が 小 さ く， 身体 も貧弱 で ， 運動能力 に
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劣 り ， 自分 は他 の 男性 と は 違 う と い う抑圧 意 識 を持 つ よ う に な っ て い っ た 。 自

己 の 性 との 同
一

化が 困 難 と な る 。 思 春期 に 入 り， 友人 の 中 に 自分 の 持 っ て い な

い もの す べ て を持 っ て い る 男性 と 出会 い
， 夢中に な る 。 彼 は そ こ に 自分 の 理 想

とす る男 性像 を 見 い 出 し た の で あ る 。 同性愛 的感 情 の 根 底 に
， 自分 を特殊 化 す

る少 数者 劣 等意識 が あ る 場 合 が あ る 。

　 背後 に あ る 心理 的抑 圧 を見 過 ご し に し て ， 現 状肯定 に 終 始 す る こ とで ， 本 当

の 癒 し は起 こ る の で あ ろ うか 。

　 Vgl ．　 R ．　Werner ，　Homosexualittit　im 　Spannungsfeld　von 　Wahrheit 　und

Liebe
，　 in： M ．　Aust／H ．C．　Gensichen／T ．　S．　Hoffmann （Hrsg．），

　 Christlicher

Glaube　und 　Homosexualittit．　Arugumente 　aus 　Bibel
，
　Theologie　und 　Seelsor−

ge ，　Stuttgart　1994，　S．149−151． 著 者 は 元 同性 愛 者 で あ っ た が
， 回復 し て 妻 と

共 に 現 在 ドイ ツ ・ マ
ー

ル ブ ル ク で 同性 愛 者 の た め の 牧 会 カ ウ ン セ リ ン グ を行 っ

て い る 。 彼 の 次 の 著作 は重 要 。 R ．　Werner
，

　Homosexualittit − ein 　Schicksal　？

Innere　Heilung，　Lebensbilder，　Thesen　zur 　Seelsorge
，
　Das 　Zeugnis　der　Bibel

，

Moers ，1988．

5．4．5　そ の よ う な 癒 しの 過 程 と し て
，

ス トー リー ・コ ン セ プ トを 用 い た 家 族 療

法 は ， 注 目 に 値 す る 実践 で あ る 。 個 人 の 心 理 的抑 圧 は 多 くの 場 合 ， 家 族 の 中 で

の 関係 の 病 で あ る 。 人 は 自分 の 属 す る交 わ りの 中で 経験 した こ と を筋立 て る （ス

ト
ー

リ
ー 化 す る ） 作業 を通 し て ， 世 界 の 中で の 自己 の 存 在 と行 動 を有 意 味 化 す

る 。

「
人 々 が 治 療 を求 め て や っ て くる ほ ど の 問 題 を経 験 す る の は

， 彼 らが 自分 た

ち の 経験 を
『
ス トー リー ン グ』 し て い る 物 語 と

， ま た は 他 者 に よ っ て 『
ス トー

リー さ れ て 」 い る彼 ら の 物語が 充分 に 彼 ら の 生 き られ た 経 験 を 表 し て い な い と

き」 で あ る （Michael 　 White　 and 　 David 　 Epston
，
　 Narrative 　 Means 　 to

Therapeutic 　Ends
，
　Dulwich　Center　Publications

，
1990 ［マ イ ケ ル ・ ホ ワ イ ト．

／

デ ビ ッ ト ・エ プ ス トン 『物 語 と し て の 家 族 』 小 森 康 永訳 ， 金 剛 出版 ， 1992年 ，

34頁］）。 そ こで は，
こ れ ま で 前提 し て い た ド ミナ ン ト ・ ス トー リー （優 勢 な物

語 ） か ら取 り残 さ れ た ， ス トー リー 化 さ れ な い ユ ニ ー ク な 経験 を ， 今 度 は ド ミ

ナ ン ト
・

ス ト
ー

リー に 替わ る オ ー
ル タ ナ テ ィ ヴ ・ ス ト

ー リー （代 わ りの 物語）
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と して 新 た に 意味 づ け再 生 さ せ る過 程 を手助 けす る こ とが 目指 さ れ る。 そ の 場

合 に
， オ

ー
ル タ ナ テ ィ ヴ ・ス トー リー を構築 させ る新 し い 文脈 が 必 要 と な る 。

神 の 愛 に 生 き る信仰 の 道 は ， すべ て の マ イ ナ ス の 物語 を プ ラ ス の 物 語 に 転 換 さ

せ る ， 真 に 新 し い 文脈 と な りうる 。

5．5．1 私 た ち は ， 社会 通念が押 しつ け る
「
男 ら し さ ， 女 ら し さ 」 か ら生 きる の

で は な く， 神が 与 え て 下 さ る男 と して ， 女 と し て の 新 しい 存在 の あ り方 か ら生

き る 。 そ れ は聖 書が
， 物語 る 教会 （エ ク レ シ ア ・ ナ ラ ン ス ） を通 して 開 き示 す

新 し い 神 の 現 実 で あ る 。

5．5．2 神 は す べ て の 人 間 を ， 新 し く生 まれ 変 わ る こ と へ と招 い て お られ る 。 こ

の 神 に よ っ て 受容 され る こ とを受容 す る者 は ， 自分 の 手持 ち の 可能性 で は な く，

創 造 的 な神 の 可 能 性 を受 け入 れ る 用 意 を持 ち ， 神 の 与 え よ う と して お ら れ る新

し い 自己 を感謝 して 受 け止 め る道 を歩 き始 め る 。

「
信仰 に よ っ て 生 きる とい う こ

と は ， 毎 日 『新 し い 創 造 』 の リ ア リ テ ィ
ー か ら し て 生 き る 決 断 を す る と い う こ

と を意 味す る 。 新 し い 創造 と は つ ま り ，

『
あ な た が た は死 ん だ の で あ っ て

， あ な

た が た の 命 は
， キ リス トと 共 に 神 の 内 に 隠 さ れ て い る の で す 』 （コ ロ サ イ 3 ：3 ）

と言わ れ る ， あの 隠 さ れ た人 間の 見 え ざ る現 実 で あ る 」 （Johan　van 　der　Sluis

［元同性愛者 で ， 癒 さ れ て 現在オ ラ ン ダ の 「同性愛感情 を持 つ 者 の た め の 福音的

援 助 」 施 設 で 妻 と共 に カ ウ ン セ リ ン グ に 努 め て い る］，
in ：M ．　Aust ／H ．　C ．　Gensi −

chen ／T ．　S．　Hoffmann （Hrsg ．），
　 Christlicher　 Glaube 　 und 　Homosexualitat ．

Arugumente 　aus 　Bibe1，　Theologie　und 　Seelsorge，　Stuttgart　1994，　S．180）。

6　 同性 愛者 へ の 按手

6．1 牧師 は聖 な る特権身分 で は な い が ， 特別 な職務 に 任 じ られ た キ リス ト者で

あ る 。 彼／ 彼女 は そ の 特別 な 職務 に よ っ て 全 生 活 を刻 印 さ れ た 人 間 で あ る 。 そ

こ に は 正 典 と して の 聖 書 の 規範 的 な教 え と生 活 との
一

致 が 求 め られ る 。 教 会 の

福音伝道 の 業 は
，

一
部聖書の 教 え と矛 盾す る生活 を続 け る牧師 の 存在 に よ っ て ，

著 しい 不信感 を招 くで あ ろ う。

6．2．1 従 っ て 実践 的 な 同性愛 の 行為者 が そ の 性的生活 を続 け た ま まで 牧師 と
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し て 聖 書 の 教 え を宣 べ 伝 え ， 牧会 に 携わ る こ とは で きな い
。

6．2，2　も し同性愛 の 指 向 を持 つ 者 が 同性 愛 の 実践 を行 わ ず に 独 身 を 選 び取 る

場合 に は， 牧師 と して 立 つ 道 は 閉 ざ され て い な い
。 但 し彼／彼 女 が

， 同性愛 の

実践 を罪 と して 教 え る 聖 書 テ ク ス トを ， 福音 に よ る義 認 と聖 化 と の 関連 の 中で

割引せ ず に 説教 す る こ と に 明確 に 同意 し て い る こ とが 条件 とな る 。

6，3 教 会 は 同性 愛 者 を 暖 か く迎 え る 用 意 が な くて は な ら な い
。 しか し ， も し教

会が ， 同性愛 行 為 を積極的 に 容認す る牧師 を持 つ な らば
， 男 性 の 横暴 ， 離婚 ，

家庭 に お け る 父性 の 欠如等の 横行す る 我々 の 社 会 の 中 に あ っ て ま す ます 増 大 す

る で あ ろ う性 的 同
一

性 不 安 定 者 を， 確信的 な 同性愛者 に な る こ とへ と後押 し し ，

そ の こ と で 神 の 創 造 意 志 と は逆 に
， 出産 し な い 人 類 社 会 を生 み 出 す 方 向 に 加担

す る 教会 と な る で あ ろ う。

6．4 ．1 す べ て の 者 が 神 に よ っ て キ リ ス ト者 と して 召 さ れ て い る 。 しか しす べ て

の 者 が 必 ず し も牧 師 に な らな け れ ば な ら な い わ け で は な い
。 牧師 と し て で は な

く， 福音 の 宣教 ・伝道 に 携 わ る道 は可能 な限 り広 く開か れ て い る 。

6．4 ．2 特 に 聖 書の 教 え を宣 べ 伝 え る職 務 に 召 さ れ て い る者 に 対 して は ，御 言葉

へ の 忠実が ， 牧師の 職 業 倫 理 と して 求 め られ る。

6．5 す べ て は ， 問題 を抱 え て 悩 む者 と ， 神 の 前 に 共 に 祈 る こ とか ら始 ま る で あ

ろ う 。

（本稿 は ， 1999年 1 月 14日八 王 子 ・ 大学 セ ミ ナ ー ハ ウ ス に て ， 第30回 東 京神 学 大 学 教職

セ ミ ナ ー 〈主 題 ：キ リ ス ト教倫理 の 今 日的課題 〉 の シ ン ポ ジ ウム lllで 発 表 し た 原稿

を ， 発題 直 後 の 質 疑 応答 を踏 ま えて 整 えた もの で あ る 。 ）
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