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祖先崇拝 に 関す る実態調査

〜 宗教社会学の 視点 か ら〜

D ．リ ー ド

注 ：こ の 講演 は 1988年10月 18日 ， 東京神学大学の 日本伝 道研 究所主催

で 行 な わ れ た もの で あ る 。

『
口本 人 の 宗教 文化 に 関す る意 識 調査 〜 キ

リス ト教 信者 と未信 者 別 の 集計結果』 をめ ぐる最初 の 発 表で ある 。 し

た が っ て
， そ の 後 用意 した 「日 本の キ リ ス ト教信 者 の 祖 先 関係 」 （『神

学 』 51号 ， 1989年 ）は ， こ れ よ り早 く発行 され た の で あ る 。 発 行 の 順

序 は あべ こべ に な っ た が ， で きる こ とな ら
，

こ の 理 論 抜 きの 講演 をお

読 み に な っ た 上 で 『神 学 』 の 研 究発 表 を読 まれ る と， 分 か りや す い と

思 う 。 こ こ に 紹 介 して あ る 実 態調 査 の 統 計 は ， 東 京神 学 大 学 図 書 館 に

あ る 『
日本人 の 宗 教 文化 に 関 す る 意 識調 査 』 と題 した 本 に は い っ て い

る の で ， 詳細 に 関 して ，
こ の 本 を参 照す る よ うに お すす め したい

。

　 な お ， 講 演 の 際 は 話 し言 葉 で あ っ た が ， こ こ で は文 章 体 に な お して

あ る 。

始め に

　社 会変動 お よ び 宗教 変 動 が
， 宗教学者や 宗教 社 会学 者 に と っ て 非常 に重 要 な

問題 で あ る こ と は ， 申す まで もな い
。 私 は何 年 も前 か ら こ の 問 題 に つ い て 深 い

関心 を も っ て きた 。 始 め て こ の 問題 に ぶ つ か っ た の は
， 旧約 聖書 を勉 強 して い

る 時 で あ っ た 。
バ ビ ロ ン 捕 囚以 前 の ユ ダヤ 教 との 比 較 は ， こ の 問 題 に 関 して 興

味 を もつ よ うに な っ た き っ か けで あ っ た 。 捕 囚以 前 の ユ ダヤ教 に は
，

悪 魔 も天

使 もい ない し， 死 後の 審判 も， 罰 を受 け る 場 所 と して の 地獄 も， 復活 もない
。
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しか しバ ビ ロ ン 捕囚後 の ユ ダ ヤ教 に は
，

こ れ らは 全 部 あ る 。 ど うして そ れ だ け

大 きな変 化 が起 こ っ たの で あ ろ うか 。 詳 しい こ と は 誰 も知 ら な い が ， 結 局 は ゾ

ロ ア ス タ ー教 との 出会い に よ る もの だ ， とい う定説 が あ る 。 二 つ の 社 会 ，
r つ

の 文化 の 接 触 に よ る宗教 文 化の 変動で ある 。 そ して ユ ダ ヤ教 の 変動 が 後 に 生 ま

れた キ リ ス ト教 に も大 きな影響 をお よ ぼ した こ とは ，
ご 承知 の 通 りで あ る 。

　変動す る宗教 は ユ ダ ヤ 教 に 限 ら ない
。 キ リス ト教 も変動 す る宗教 で ある 。 ギ

リ シ ャ 文 化 圏 に は い っ た キ リス ト教 は ロ ゴ ス の 思 想 に よ っ て 影響 を受 けた 。 ま

た ロ ー マ の 文化圏 に入 っ て キ リス ト教 は法律を重 ん じる考え方を重 視す る よ う

に な っ た 。 あ る い は 時代 を大 き く飛 ん で
， 英 国 や オ ラ ン ダか らア メ リカ へ 渡 っ

た ピ ュ
ー リ タ ン の メ ン タ リテ ィ

ー
が ア メ リカ の キ リス ト教 一 般 に 基 本 的な影響

をお よ ぼ し た こ と も事 実 で あ る 。 証 拠 は い くら な らべ て も結 論 は 同 じ ：キ リス

ト教 は 新 しい 国 ， 新 しい 文 化 と出会うた び に ， そ の 文 化 の 世 界 観 か らな ん らか

の 影響 を受 け る の で ある 。

「
キ リス ト教 は一 つ で は な い

。 各国 ， 各文化 の キ リ

ス ト教 は特種で あ る 。 」 と の ト レ ル チ の 言 葉 は
， 間違 い ない で あ ろ う。

　そ こで 日本 の キ リス ト教 に 関 して は どうで あ ろ うか 。 日本の 伝統 的な 世界観

は
， キ リス ト教 ， 特 に プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム に なん の 影響 もお よ ぼ して い ない

だ ろ うか 。

世界観一 般

　 こ の 問題 を取 り扱 う前 に ，

「
世 界観 」 とい う表現 に つ い て ひ と こ と説 明 した

方 が 良 い か と思 う。 脱線 す る よ うに み え るか も知 れ ぬ が ， 大 い に 関係 が あ る と

思 う。

『広 辞苑』 に よ る と
， 世 界観 と は

「
世 界及 び人 生 の 解釈 ・評価 ・意義づ

けの 総体 」 で あ る 。 こ の 定義 は 悪 くは ない と思 うが ， も う少 し具体 的 に 考 えて

み よ う。 少 な くと も宗教 学者が 使 っ て い る 意 味で の 世界観 につ い て 言 えば
， ま

ず強調 しな けれ ば な らない の は 言語 で あ る 。 言 語 を覚 える こ と に よ っ て 人 は い

ろ い ろ な概 念 ，
い ろ い ろ な カ テ ゴ リ

ー を少 しず つ 身 に つ け る 。 人生 の 最初 の 段

階 で は抽 象的 な もの と して 身に つ け る の で は な く， か な り具体的な こ と を意味

す る表 現 と して 覚 え る で あろ う。

「お し っ こ 」 とか
「
うん ち」 とか

厂お っ ぱ い 」
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紀 　 要 1

とか 「お 父 さ ん 」 とか ， まず お 母 さ ん か ら習 うの で あ る 。
つ ま り物 を意 味す る

言葉 ， 人 間 関係 を意 味 す る 言葉 か ら始 ま っ て ， 段 々 と広 が る の で あ る 。 自分 の

家族 か ら始 ま っ て
， 段 々 とお 隣 りさん ・近 所 ・学 校 な ど へ と広 が る の で あ る が

，

そ の 時 に 子供 が 覚 え る の は
， 言 葉 だ け で は な く，

お じぎの 仕 方 ， 挨拶 の 仕 方 ，

つ ま り礼 儀 作 法 は ど うあ るべ きか ， 人 間 関係 は ど うあ る べ きか ， そ うい うこ と

も覚 え る の で あ る 。 も っ と広 く言 え ば
，

「人 の もの を と っ ち ゃ イ カ ン 」 と子供

に教 え る 時 に
，

厂盗 み 」 と か 「罰 せ ら れ る 」 とか ， 周 りの 社 会 の 法律 制 度 や 政

治制度か らの 影響 もそ こ に あ る と言 え よ う 。 周 りの 社 会 に お い て 通 用 す る 言

葉 ， 概 念 ， 解 釈 ， 価値 な ど は 少 しず つ 子供 の 頭 ， 子 供 の 心 に入 っ て きて
， そ の

人生 を形成す る の で あ る
。

厂世界観 」 は そ れ ほ ど基 本的 な もの で あ る 。

　そ の 上 ， 世 界観 は ほ と ん ど無 意 識 的 な もの で あ る 。

「こ の 世 界 観 を覚 えて き

な さい」 と誰 も言 わ な い
。 時 と場 所 に よ っ て 部 分 的 に頼 りにす る の で あ る 。

「自

分 の 世 界観 の 内容 を詳 し く述 べ て み な さい 」 と， も し誰 か に 言 わ れ た ら ， さぞ

困 る で あ ろ う。 個 人 中心 的 に 考 え れ ば
， 世 界観 は 自分 の 外 に あ る 世 界 に 関す る

もの の 見方で ある 。 言 い 換 えれ ば
， 世 界観 は 眼 鏡 に例 えら れ よ う。 全 く何 も見

え な い 人 が 眼 鏡 をか け る こ と に よ っ て そ の 目が 見 え る よ うに な る 例 え で あ る 。

眼鏡 をか け る こ とに よ っ て の み 周 りの 人 間 ・動 物 ・花 な ど
，

つ ま り周 りの 世 界

を見 て
， な に が 目 に は い る の か に よ り， また 見 た もの に 対 す る 解 釈 や 価 値 判 断

に よ り自分 の 反 応 や 方向 を決め る
． 眼 鏡 の 質 を意 識 しな が ら周 りの 世 界 を見 る

の で は な く， 眼鏡 を通 して 周 りの 世 界 を見 る の で あ る 。 眼鏡 な しで は何 も見 え

な い が ， は ず せ な い 限 鏡 をむ し ろ 無 意識 的 に 使 うの で あ る 。

　 しか し考 えて 見 れ ば ， 人 は 自分 勝手 に そ の 眼鏡 を選 ん で 使 っ て い る の で は な

く， 周 りの 人 間 ， 周 りの 杜 会 ， 周 りの 文 化 か ら そ の 眼鏡 を も ら うの で あ る 。 少

しずつ 受け取 る の で あ る 。 選 択 の 自由が ほ とん ど きか な い プロ セ ス で あ る
。 言

い 換 え れ ば ， 匱界観 は社 会化 過 程 の 内容 で あ る 。 人 間形 成 の 内容 で あ る 。 首 尾

一
貫 した もの で は な い か も知 れ ぬ

。 しか しそ れ な しで は
， 人 間の 子 と して こ の

世 に生 ま れ て くる生 物 は
， 人 間 に 成 りえな い

。

　 世 界観 を 身 に つ け る こ と に よ っ て 初 め て 社 会 化 さ れ た 人 間 に な る の で あ る
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が ， 同時 に社会化 され た 人 間が 「当 た り前 」 と思 っ て い る こ とは
， 世 界観か ら

受けた と言えよう。
こ の 当たり前の もの を意識 して客観的に見るこ とは非常に

難 しい こ とで あ る 。 難 しい け れ ど も ，
こ の

「
当た り前 」 の もの は 世 界観 の 内容

で あ る と言 えよ う。 そ の 全部が 人 間が も っ て い る
，

い や 人 間 を人 間た ら しめ る

イ メ
ー ジ や シ ン ボ ル で あ る と解釈 で きるで あ ろ う。 人 間 は 正 に イ メ

ー ジ や シ ン

ボ ル の 世界 の 中 に 存在 す る もの で あ る 。 自分 の 受 け継 い だ 世界 観 をい くぶ ん か

変 えた り， 改 良 した りす る こ とは ， ある段階 か ら可能 で あ る が ， しか し 自分 が

受 け継 い だ世界観 を完 全 に 放 棄 す る こ とは不 可 能 で あ ろ う。

　そ こ で
， 例 え ば 日本育ち の 人 間な ら

， 当然の こ となが ら 日本 の 世界観 日本

の 文化 か ら受け た 世界 観 を少 しずつ 無意識 的 に 身に つ ける わ けで あ る 。 キ リス

ト教 とい う外来宗教 に 改 心 す る 場 合 に は ， 人 の 世 界 観 が ど うい うふ う に変 わ る

か ， そ の ア イデ ン テ ィ テ ィ
ー が ど うい うふ うに な る の か は

， 非 常 に大 事 な問 題

で あ る 。 キ リ ス トを愛 し， キ リス トの た め に 生 きる ， キ リ ス トをそ の 頭 とす る

信仰 共 同体 の ため に
一

生 を捧 げ る と決心 す る人 は
， 意 識 的 に は古い 伝 統 を全 部

捨 て て 新 しい 身に な り， キ リ ス ト教 に 伴 う新 しい 世 界観だ け を 自分 の 世 界観 に

す る と思 っ て
，

心 の 底 か らそ う信 じて い るか も知れぬ
。 しか し宗教学 ・宗教 社

会学 の 観点 か らい え ば ，
こ れ は 無 理 な話 で あ る 。 古い 世界観 を完全 に捨 て る こ

とは で きな い
。 自分 の 今 まで の 世 界観 を捨 て よ うと思 っ て も ， そ れ は 自分 の 目

を裂 き取 っ て か ら もの を見 よ うとす る こ とに相 当す る 。 古 い 世 界観 を完 全 に 捨

て る こ とは で きな い が ， 受 け継 い だ 世界 観 を少 しず つ 変 え る こ と， ある い は 今

まで な か っ た こ とをそれ に付 け加 え る こ とは
， 出来 る と思 う。

日本の 世界観

　日本 の 伝統 的 な世界 観 に は 祖 先崇 拝 が 中 心 的 な役 割 を果 た して き た こ と は
，

ご 存 じの 通 りで あ る 。 祖先崇拝研究 の 権威 で あ る竹 田 聴洲の 説明 に よ る と
，

「祖

先 崇 拝 」 とい う表現 は も と も と 日本 語 の 表 現 で は な く， 英 語 で い う ancestor

worship の 訳 語 で ある 。 しか も英語 に して も 日本語 に して も，
こ の 表現 に は

「
祖

先 」 と
「
崇拝 」 とい う二 つ の 要 素 が あ る と言 え よ う。
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「
祖先 」 が 亡 くな っ た 人，殊 に 家族 ・親族 の 亡 くな っ た 人で あ る こ とに 対 し

て ，
「崇拝 」 は む しろ 生 きて い る人 の 亡 くな っ た 人 に 対 す る態度や姿勢 を表 し

て い る 。 とこ ろ が キ リス ト教 に と っ て こ の
「
崇拝 」 とい う言 い 方に や っ か い な

神学的 な 問題 が ある 。
つ ま り

一
神教 で あるキ リス ト教の 信者が 神以 外の もの

，

神 が作 られた もの として の 祖 先 を， 崇拝 の 対 象に して もか まわ ない だ ろ うか と

い う問題 で ある 。 祖 先 を崇拝 す る こ との 善 し悪 しに 関 す る神学的判断の 問題で

ある 。 しか しこの 問題 は祖先 をめ ぐる儀礼の 実体 に よ る もの よ りも英語で い う

ancestor 　worship の 訳語 で あ る 「祖先崇拝 」 とい う言い 回 しに よ る もの で あ る

とすれ ば ， こ とが い くらか和 らげ られ る か と思 う。
い ずれ に して も，

こ れ は 宗

教 学的な問題で は ない
。 宗教学 ・宗教社会学 に と っ て 問題 とな る の は

，
こ の 儀

礼や そ れ に伴 う信念 を中心 に した 宗教変動お よび そ の理 解 で ある 。 便宜上 こ の

講演の 題 に は 「
祖先崇拝」 とい う表現が入 っ て い るが

，
こ れ か らは そ の 表現 を

避 けた い
。 そ の 代 わ りに

「祖 先儀 礼 」 とか 「祖 先祭祀 」 ， あ る い は も っ と分か

りや すい
「
祖先 との 関係 」 とい うい ささか中 立 的 な表現 を使 い た い と思 う。

　 日本 の キ リス ト教 が 日本 の 祖 先儀 礼 伝 統 に よ っ て 変動 した の か ， あ る い は 変

動 しつ つ ある の か ，
こ れ に つ い て 考える た め に 100余年前 に 日本 に 入 っ て きた

プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム と，現代 の プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム とを比 較す る必要が あ

る と思われ る 。 日本に 入 っ て きた プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム の 思 想 的背景 お よ び 現

代 まで の 変化過程 を は っ き りさせ る こ とは ， 私 の 1988年 4 月 の
厂
ア メ リ カ 人の

生 死観 一 ピュ
ー リ タ ン の 葬送儀礼 を中心 に 」 と題 した始業講演 の 暗黙の 動機 で

あ っ た 。 明治維新前後 に 日本に入 っ て きた プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム に は ピュ
ー リ

タ ン の メ ン タ リ テ ィ
ー

の 影 響 が まだ強 か っ た と思 わ れ る 。 だ とす る と， 明治初

期 の 日本の キ リス ト教 は ， 他宗教 と妥協す る余地 が なか っ た は ずで あ る 。 仏 教

と密接 な 関係 が ある祖 先儀礼 に 参加す る こ とは ， キ リ ス ト教徒 に 許 され なか っ

た はずで あ る 。 事実， キ リ ス ト教信者 に な っ た人 は ， 未信者で ある 親や兄 弟姉

妹の 葬式 に さえ参加 で きな か っ た そ うで ある 。

　今 日の キ リ ス ト教信者 は も っ と寛容 的で あ る と言 え よ う。 あまり躊躇せずに

仏式の 葬式や法事に参加す る こ とが ， か な り一般 的に な っ て い る と思 う。 しか
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しこ の こ とは何 を意味 す る の で あろ うか 。 日本 の 伝統的 な世界観が キ リス ト教

に影響 を及 ぼ して い る こ と を意味 す る の か 。 祖 先 との 関係 につ い て
， 信 者 と耒

信者 との 聞 に何 の 違 い もな い こ と を意味す る の か
。 祖先関係に 焦 点 を合 わせ る

と， 信者 と未信者の 共通点 と相違 点 ，
また そ の 程度 の 違 い は ど こ に あ る の か 。

こ の よ うな疑 問に答え る こ とが 今回の ア ン ケ ー トの 目的 で ある 。

ア ン ケ ー
トの概要

　 ア ン ケ
ー

ト自体 は 1986年度の 宗教 社 会学演習 の 学生 と手 を組 ん で 作成 した も

の で あ る 。 祖 先儀 礼 を 中心 と した ア ン ケ
ー

トで は な く，
も っ と幅 の 広 い もの で

あ るが
， 全体 的 に は 日本 の キ リス ト教信者 と未信者 と を比 較す る た め の もの で

あ る 。 題 は 厂日本人 の 宗教 文化 に関す る意識調査」 で あ る 。 その 集計結 果 は付

録 に な っ て い る の で
， 参照 に して い た だ きた い 。

　 ア ン ケ ー トは七 つ の 部分 に よ っ て 構成 され て い る
。

「
日本の 伝統 に 関す る意

見 」 （項 目 1 〜 5 ），

「信心 ・宗教 関係 J （項 目 6 〜14），

「亡 くな られ た方 々 との

関係 」 （項 目15〜20），

「
幸 ・不 幸の 将 来 につ い て 」 （項 目2ユ・

一一25）， 「社会
一
般 と

の 関係 」 （項 目26− 29）， 「宗教 関係 の 所 有物 」 （項 目30− 31），

「行動 」 （項 目32
− 41）お よび

厂基礎的 な事実」 （項 目42・− 48）で ある 。 本来な ら 「基礎的な事実」

と して示 され て あ る性 別 ， 年齢 ， 学歴 な ど を順 々 に照 査基 準 に して ， そ の 結果

を こ こ で 紹介 す る はず で あ ろ うが
，

ペ ー ジ数 の 制 限 もあ るの で
， 今 回 は 性別 の

み を照 査 基準 に す る 。 （も っ と詳 しい 統 計 的 な分析 は 東京神学 大学 の 図書 館 に

保存 して ある 。 興 味があ る 方は 『日本人 の 宗教 文化 に 関す る 意識調査』 ， 2 巻

を参照 して い た だ きた い
。 ）

　無 記 名 で ， 面接 な しの ア ン ケ
ー トで ある 。 配布 され た970部 の うち返 送 され

た の は514部 （53．0％）で あ る が ， 使用 不可 能の 63部 をひ くと， 使 用可 能 なの

は451部 （46．5％）に なる 。

　調 査相手 は 三 つ の グ ル ー プに 分 け られ る 。 （a 旧 本 キ リス ト教団鎌倉雪 の 下 教

会 の 会員お よび出席者 ， （b）当会員や 出席者の 家族お よ び知 り合 い
， （c 凍 京お よ

び名古屋 にあ る反世界基督教 統一神霊 協会 （俗名 ：統一教 会 また は原理運 動）
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グ ル
ー

プ の 会員 で あ る 。
こ の 三 つ の グ ル ー プ に は 信者 も未信 者 もい る の で

，

「
信

者 ＝鎌倉 雪 の 下 教 会 の 会員 」 と
一

概 に言 え な い
。 こ の 点 は 注 目すべ きで あ る 。

　 な お
， 調 査相 手 を選 ん だ と きに

， 無作 為抽 出の 方 法 を敢 えて 使わ なか っ た 理

由 に 関 して ， 上 述 の 『神 学 』 の 記事 に 詳 し く説 明 して あ る 。

信者 と未信者 との 区別

　信 者 と未 信者 を比較 す る た め に 区別す る必要が ある こ とは 申す まで もない
。

そ こ で 項 目 7 を区 別 の 基準 に して
， 回答者 の 答 え に よ っ て 信者 の グ ル ー プ と未

信者 の グ ル
ー プ とに 分 けた 。 項 目 7 は 回 答者 の 信仰 して い る宗 教 に つ い て 尋 ね

た もの で あ る
。 基 本的 な と こ ろ で ある の で ， こ の 項 目の 言 葉 を正確 に 申 し上 げ

た 方 が 良 い か と思 う 。 次 の 通 りで あ る 。

「あ な た は ど うい う宗 教 に 関 連 して 信

仰 して い ます か 。 さ しつ か え な けれ ば
， そ の 名前 を しめ して くだ さ い 。 次 ぎの

答 え の な か か ら， い くつ で もあげ て 下 さい
。 」 そ の 「次 ぎの 答 え」 とは ， 細 か

くい え ば
，

こ うい う もの で あ る 。

神 道系

　 1 ．近 所 の 神社 （鎮 守の や しろ）

　 2 ．教 派神道

仏教系

　 3 ．天台系

　 4 ．真 言系

　 5 ．浄 土系

　 6 ．浄 土 真 宗 系

　 7 。禅系

　 8 ． 日蓮 系

　 9 ．そ の 他 の 仏 教系

キ リ ス ト教系

　 10． カ トリ ッ ク

　11． ハ リ ス トス 正教 会

　 12．聖 公 会

　13． プ ロ テ ス タ ン ト

そ の 他

　14．天理教

　15．生 長 の 家

　16．世 界救世教

　17．その 他

　18．信 仰 して い る 宗教 は な い
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　 こ の リス トの なか か ら
，

い くつ で も選 ぶ よ うお 願 い した の で あ る 。 集計 の 段

階 で 便宜上 ， 神道系 ， 仏 教系 ， キ リス ト教系 ， そ の 他 ， 信仰 して い る宗教 は な

い 及 び無 回 答 に 絞 っ た が ，
こ こ で 大事 なの は

， キ リス ト教 を信 仰 して い る と答

えた251人 を 「
信者 」 と し， 残 りの 200人 の 回答者 を 「未信 者」 と して 数 えた の

で あ る 。 図 1 は そ の 詳細 を示 して い る 。

囮
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　図 1 を注意深 く見 る と
，

二 つ の 問題 点 が あ る こ とに 気づ くで あ ろ う。 第
一

に ，

キ リス ト教 を信 じて い る と答えた 人 は 100％ を越 えて い る こ と
， 第二 に ， キ リ

ス ト教 を信 じて い る と答 えた 人の 10 ％ くらい は 他 の 宗教 も信 じて い る こ とで あ

る 。 こ の 二 つ は お そ ら く
一

つ の 問題 の 表裏で あ る 。
つ ま り神学 者が い う

「混合

主義」 の 問題 で あ る 。 キ リス ト教 を信 じな が ら他の 宗教 も信 じる こ と と ， キ リ

ス ト教 しか信 じな くて もカ トリ ッ ク もプ ロ テ ス タ ン トも信 じて い る こ と ，
こ こ

に現 わ れ て 来 る の は 混 合 主義 的 な現 象 で は な い だ ろ うか 。

　付録 の 集計結果 を見 る と， 項 目 7 の 場 合 に は キ リス ト教信者が91．5％ に な っ

て い る こ と に 対 して ， 図 1 に お い て 102．4％に な っ て い る 。

一
見 して 矛 盾 に 見

える が ， そ うで もな い 。 付録 の 場合 に は 回答数の 合 計 （N ＝ 281） を100％ に し
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た計算の 仕 方で あ る が ， 図の 場合 に は 回答 者数 （N ； 251），
つ ま り人 数の 合計

を 100％ に した計 算 の 仕 方 で ある 。 ど ち らで も可 能 で あ る が ，
こ こ で は 信 者 ・

未信者 を比 較す る こ とが 目的で あ る の で
， 答 えの 合計 の 281で は な く， 人 数 の

合計の 251を使 用 す る こ と に した 。
パ ー

セ ン トの 違 い は こ の 除数 の 違 い に よ る

もの で あ る 。

　もう一 つ 説 明す る必要 ある と思 わ れ る の は
， 図 1 の

一番下 の 行の 数字 で ある 。

その 頭 の 方 に 「差 」 と書い て あ るが ， こ れ は 信 者 と未信者 との パ ー
セ ン トの 差

で あ る 。 例えば 神道 系の 場 合 に は
， 未信 者 は 15．0％ ， 信 者は0．8％で あ るの で

，

その 差 は 14 ．2 ％に な る 。 後 の 図 に お い て も， 計 算の 仕 方は 同 じで あ る 。

有意義の 差 と は ？

　信者251と未信 者200人 と を比 較す る こ とに よ っ て そ の パ ー
セ ン トの 差 が 分 か

る が ， どの 程度 の 差 が有 意義 で あ る と見倣 す べ きな の か 。 あ る 程 度 の 差 は む し

ろ 当然 で あ ろ う 。 そ こ で 厂当然の 差 」 と 「有意義 の 差 」 との 区 別 の 基 準 につ い

て 考 えなけれ ば な らない
。 日本人

一
般 が 当た り前 と思 わ れ る質 問 に 対 して

， ど

れ くらい の 偏差 を しめ す だ ろ うか 。

　手掛 か りと して
，

1961年 の 『
日本 人の 国民 性』 （p．183） を参照 に した い と

思 う。 質問 は次 ぎの 通 りで あ る 。

　　　　　
「宗教 に は い ろ い ろ あ り， それ ぞれ 立 場 が 違 うが ， 結 局

　　　　　 は ，
1 つ の こ と を説 い て い る 」 とい うの で す が ， あ なた

　　　　　 は こ の 意見 に 賛成 で す か
， そ れ と も反対 で すか ？

　賛成 意 見が 一 番 多 い の は
， 宗教 を信 じる グ ル

ー
プ の 74％ ，

一
番少 な い の は

，

宗教 を信 じな い グ ル ー プの 50％で あ る 。 反対意 見が
一 番多い の は宗教 を信 じな

い グ ル ー プの 21％
，

一
番少な い の は 宗教 を信 じる グ ル ー プの 11％で あ る 。 それ

ぞ れの 偏差 は24％ と10％ で ある 。 平均 偏差 は 17％に なる 。 従 っ て 日本人
一

般 に

は 17％ く らい の 意見 の 偏差 が あ っ て もお か し くない
，

とい うこ と にな る 。 言 い

換えれ ば， 0 〜 17％ まで の 偏差 は
「当然の 差 」 で ， 18％以 上 の 偏 差は 「有意 義

の 差 」 で あ る と見做 す こ と に す る 。
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　そ う と決 ま っ た ら
，

よ うや く祖 先 との 関係 を中 心 に
， 信 者 と未信 者 を比 較 す

る ため の デ
ー

タ を見 る こ とが で きる 。 便宜上 こ の デ
ー

タ を 「意 識」 と
「
行 動 」

と に分 け て み る こ と に す る 。

意 　識

　亡 くな っ た人 に つ い て 意識 す る 時 は， どん な時 な の か を聞い た の は， 項 目 15

で あ る 。 信者 と未信者の 答えは図 2 に示 して あ る 。

囮
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　一 番 大 きな差 は32．0％で あ る 。

「
仏 壇の 前 に い る時」 に 関す る 差で あ る 。

こ

の 答 え は 宗 教 的所 有 物 に も関 連す る 。
つ ま りキ リ ス ト教 徒 の 家 に は 仏壇が な い

場合 ，
こ の 答え を選 ば ない だ ろ う。 そ れ に も う一 つ

。 偏 差 が 大 きい か ら と言 っ

て も， そ れ だ か ら大切 で あ る と限 ら な い
。 場合 に よ っ て 最 も小 さ い 偏差 の 方 が

大切 で あ る 。 偏差 が 大 き くなれ ば な る ほ ど相 違 点が 目立 つ
。 逆 に 偏 差 が 小 さ く

なれ ば な る ほ ど共通点 が 目立 つ
。 見 る 目に よ っ て ど ち らで も重 視 す る こ とが で

き よ う。 私 の 目か ら見れ ば
，

こ の 図 に お い て
一

番大切 な と こ ろ は答え 7 で ある 。

偏 差 は わ ず か の 0，2％ で あ る が
，

亡 くな っ た人 に つ い て
「
意 識 する こ とは 全 く
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な い 」 こ と に 関 して
， 信 者 も未 信者 も同 じで あ る こ と は

，
こ れ で は っ き り分 か

る 。

　 しか し意識 す る 時 は どん な 時 な の か とい う問題 に な る と ， 相違 点が で て くる 。

答 え 2 か ら見 て み よ う。
こ こ に は4 ．3％ ，

た い した差 で は ない
。 仏教 で い えば

法事 ， キ リ ス ト教 で い えば記念礼拝 ，
い ずれ に して もあ ま り差 が な い の で あ る 。

　 答 え 3 か ら 6 まで は伝 統 的 なパ タ ー
ン を示 す もの で あ る 。 どれ を 見 て もキ リ

ス ト教信者 は や や 消極的 で ある 。 た だ お 墓参 りに 関 して 信 者 の 約 60％ と出 た も

の は，未信 者 の 74％ に 割 合 近 い こ と を見 落 と して は な ら な い と 思 う。 偏 差 は 18％

以 下 で あ る の で
， 有 意義の 差 で ある とい え ない

。 しか しお 彼岸 や お 盆 の 時 に， 亡

くな っ た 人 に つ い て 意識す る信 者が 未信者 に 比 べ て 少な い こ とは事実 で あろ う。

　 し か し伝 統 的 な パ タ ー ン と違 っ て ， 日常 の 仕 事 に関 す る 答 え は 1 は か な り面

白い もの だ と思 う。
こ れ に よ る と

， 日常 の 仕事 を して い る 時 に ふ と亡 くな っ た

人 につ い て 考え る未信 者 の 48．0％ に 較べ て ， 信 者 は な ん と74．9％に の ぼ る 。 か

な りの 差 で あ る 。 こ れ は ど うい うこ とか ， は っ き り分 か ら ない が
，

ど う もマ ッ

ク ス ・ウ ェ
ー バ ー の 『プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム の 倫理 と資 本主義 の 精神』 の 日本

版 の 材 料 に な りそ うな もの で あ る 。

　図 2 を全 体的 に 見 て や は り強調 した い と思 うの は ， 答 え 7 で あ る 。 相違 点 も

大 事で は あ る が ，
こ こ で H 立 つ の は 共通 点で ある 。 亡 くな っ た 人 に つ い て

「意

識 す る こ と は全 くな い 」 こ と に 関 して
， 信者 も不 信者 も同様 で あ る 。

　 で は性 別 に 焦 点 を合わ せ る と ， ど うな る だ ろ うか 。 先ず男に 関す る デ
ー

タ を

見 て み よ う。 （図 3 参 照 。 ）

　答 え 1 の 場 合 ， 男性の 信者の 74．1％ に 対 比 して 男性 の 未信 者が や く半分 くら

い の 38．7％ で ある の で
，
35．4％ の 大 きな 偏差 に な っ て い る 。 女性 は 男 ほ どで は

ない が
，

や は り女性 の 信 者 は女性 の 未信 者 よ り日常の 仕事 を して い る 時 に ふ と

亡 くな っ た人 に つ い て 考 える よ うで あ る 。 （図 4参照 。 ）その 上 ， 信者の 男性 と

女 性 との 問 に は ほ とん ど差 が な い こ と も 目 に つ くとこ ろ で ある 。 信 者 ・未信 者

の 祖先観 と仕事 の 関係 が ど うい うふ うに な っ て い る の か は ， 興 味深 い 問 題 で あ

る 。
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あな た が 亡 く な っ た 人 に つ い て 意識 す る時は 、ど ん な時で す か 。
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紀 　 要 1

　後 の と こ ろ に 関 して 性 別 な しの デ ー一タ に 較べ て もそ れ ほ ど大 きな 違 い は な

い
。 信者で あれ未信者で あれ， 男女共 に亡 くな っ た 人 につ い て全 く意識す る こ

とが な い と答 える 人 は
，

ま れ で あ る 。

　もう一 つ 別 の 問 題 は
， 祖 先 との 心 の つ な が りに つ い て の こ とで ある 。 項 目 16

に おい て そ の よ うな質問が あ る 。 性 別 な しの デ ー
タは 図 5 に あ る 。

圃

50 ．0

40 ．0

30 ．0

20 ，0

1  ．0

0．0

差 9

　

822

32 　

846

oo

　こ れ は
一

目で 分 か る よ うに
， 信 者 ・未信 者 の 差 は ほ とん ど何 もな い

。

「感 じ

る時 が あ る」 と答 えた 人 の 場 合 に は 信者 も未信者 も同 様 で あれ ば ，

「
感 じた こ

とは な い
」 と答 えた 人 の 場 合 に も信者 も未信 者 も同様 で あ る 。 と こ ろ が 性別で

み る と
， 少 々 変 わ っ て くる の で あ る 。 男性 の こ とは図 6

， 女 性 の こ とは 図 7 に

示 して あ る 。

　
「
感 じる 時が ある 」 と答 えた 人の うち， 未 信者 の 男 の 方 は は る か に肯 定 的 で

あ る 。 彼 ら の 57．0％ に 対 して 信 者 の 男 は わ ず か に 37 ．6％ で あ る 。 女性 の 場 合 に

は
， 反対 で あ る

。 図 7 が 示 して い る よ うに 信者 の 女性 の 55．4 ％に対 して 祖先 と

深 い 心 の つ なが りが ある と感 じる未信者の 女性 は39．3％で あ る 。
こ の 点 に 関 し

て は 信者 の 女性 の 方が 肯定 的 で あ る 。
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紀 　 要 1

　信者 の 男女 と未 信者 の 男 女 との パ タ ー ン が あべ こ べ に な っ て い る こ とが 何 を

意味す る か は ， ま だ よ く分 か ら な い が ，
こ うい う違 い が現 わ れ た こ とは 事実 で

あ る 。 しか し男 の 図 を 見 て も女 の 図 を 見 て も， 信 者 と 未信 者 に は60％弱 の 合計

の うち40％ くらい の オ ー バ ー ラ ッ プ が あ る こ と は重 要 で あ る と思 う ，， こ れ を念

頭 に 入 れ る と
， 男 女 の 別 を問 わ ず 信者 に も未信 者 に も亡 くな っ た 人 と深 い 心 の

つ なが りを感 じる 人 が 圧 倒的に 多い こ とは
， よ く分 か る 。

　項 目 6 は 人 が 何 を信 じて い る の か に つ い て の 問 い で あ る 。 （図 8 参照 。 ）

囮
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　左 か ら見 て み る と，
「神 社 に 祭 っ て あ る 神 々 1 を信 じて い る と答 え た 人 に は，

未信 者 ］9．5％
， 信 者 は 1 ．6％ で あ る 。

「
仏 の 教 え 」 に な る と

， 未信 者 は 27．5％ で

あ る が
， 信 者 の 10．4 ％ も仏 の 教 え を信 じて い る と答 え た 。

「聖 書 が示 す神 」 の

場 合 に は
，

キ リ ス ト教 徒 は ほ とん ど例 外 な く信 じて い る と答 えた こ と に 関 して

驚 くこ と は な い が ， キ リ ス ト教 徒で は な い 人 の 17．5 ％ も聖 書 が示 す 神 を信 じて

い る と答 えた の は ，驚 い て もお か し くな い で あ ろ う 。 信 者 ・未 信者 の 差 は 77．3％

で
， 目立 つ もの で あ る が ，

100 ％ の 差 で は な い こ と に む し ろ 驚 く。 四 番 目の 答

え は
「
仏 ・神 と して の 先 祖 」 で あ る 。 未信 者 の 35 ．5 ％ が こ の 答 え を選 ん だ が ，
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こ の 答 え を選 ん だ 信者 は わ ず か 5．2％ で あ る 。 聖 書 が 示 す神 を信 ず る こ と は
，

キ リス ト教徒 に と っ て
， 先祖 を神 と して 信 じな い こ と を意味す るで あろ う。 こ

こ に キ リ ス ト教 の
一

神教 的 な オ リエ ン テ ー シ ョ ン が 表 わ れ て い る の で は ない か

と思 う。

　 同 じ質 問 に 対 す る答 え を性 別 で 見 て み よ う。 男性 は 図 9
， 女 性 は 図 10で あ る 。
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紀 　 要 1

　前 の 図 8 に 較 べ て こ の 図 9 は ど こ が 違 うか と い う と
， 特 に 目立 つ の は 「仏 の

教 え」 を信ず る比 率で ある 。 性別な しの 図に よ る と信者の 10．4％は 仏 の 教 えを

信 じて い る と 答 えた が ， 信 者 の 男 性 の み に な る と， 仏 の 教 え を信 じて い る と答

えた 人 の 比 率 は 16．5％ で あ る 。 未信者の 男性 とあ ま り変 わ りが な い
。

　 しか し女性 の 場 合 に は
， 信者 と未 信 者 と の 間 に か な りの 差 が あ る 。 仏 の 教 え

を 信 じて い る 信 者 の 女 性 の 7 ．2％ に 対 して ， 未 信 者 の 女 性 の 31．8％ が 信 じて い

る と答 えた 。 仏 の 教 え を信 じて い る か否か に 限 っ て い えば
， 信者で あ れ未信 者

で あ れ 男性 は 似 て い る が ，女 性 の 信 者 と未信 者 と は 目立 つ ほ ど異 な る の で あ る 。

　 「仏 ・神 と して の 先祖 」 を信 じて い る グ ル
ー プ を比率 に よ っ て 整理 すれ ば

，

一
番 多 い の は 未 信 者 の 女 性 （39 ．3 ％ 〉， 次 ぎは 未信 者 の 男性 （31．2％）， そ れ か

ら信者 の 女性 （6．6％） と信者の 男性 （2．4％）。 男性 を見 て も女性 を見 て も信

者 と未 信 者 との 差 は大 きい
。 しか し信 者 を見 て も未信 者 を見 て も男性 よ り女 性

の 方 が 仏 の 教 え を信 じて い る こ と は 見過 ご して は な ら な い で あ ろ う。

行 　動

　ス テ レ オ タ イプ で い え ば ， あ る い は 理 念型 的 に い え ば
， 日本 人

一
般 は 祖 先 を

敬 うた め に 三 つ の こ と を して い る 。 第
一

に毎 日 ， 御飯 ・飲 み 物 な ど を供 え る こ

と
， 第 二 に お 墓 参 り3 る こ と ， 第三 に法 事 を して もら うこ とで ある 。

ス テ レ オ

タ イ プ は そ うで あ る が ， 日 本 人
一 般 は 実 際 に どの 程度 そ うい うふ うに して い る

だ ろ うか 。 また 日本 の キ リス ト教信者 は こ の 三 つ の こ と
， あ る い は そ れ に 相 当

す る よ うな こ と を， ど の 程度 行 な っ て い る の だ ろ うか 。

　毎 日 ， 御飯 ・飲 み 物な ど を供 え る た め に
，

一
般 的 に い えば

， 仏 壇 が 必 要 で あ

ろ う。 と こ ろ が 仏 壇 の 有 無 に 関 し て 信 者 と未信 者 と を比 較す れ ば
，

ど う なる だ

ろ うか 。
こ の 問 い に 関 す る デ

ー タ は 図11に 示 さ れ て い る 。

　仏 壇 が 回 答 者 の 家 に あ る か 否 か に 関 して ， 図 11が 指 摘 して い る よ うに ，
「
仏

壇 あ り 1 と示 した 人 の うち ， 未信 者 は 42．5％ ， 信 者 は 24．7％で あ る 。 偏差 は 18％

弱で あ る 。

　 こ の ア ン ケ
ー

トを作成 した段 階 で キ リス ト教信 者 ， 特 に 自分 の 家 に仏 壇 が な
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い 信者 は
，

仏 壇 とそ の 位 牌 の 代 わ りに 遺影 を飾 る と思 っ て い たが ， 集計の 結 果

をみ て
， そ れ は 誤 解 で あ っ た よ うで あ る 。 も し仏 壇 と遺影 が 二 者択

一
的 な 関係

に あ っ た ら ， 仏壇 が あ る家 に は遺 影 は あ る は ずが な い
， また 遺 影 が あ る家 に は

仏 壇 は ある は ずが な い
。 しか し表 1 が示 して い る よ うに 事実 は 違 う。

表 1　仏壇 と遺 影 との 有無 （％）

仏壇 あ り

（N ＝62）

仏 壇な し

（N ＝ 189）

仏 壇あ り

（N ＝85）

仏壇 な し

（N ＝ 115）

遺 影あ り

遺 影 な し

53．2

46．8

333

66．7

40 ．0

60．0

22．6

77．4
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紀 　 要 1

　信者 の 場合 に は
， その 家 に は

「
仏壇あ り」 と答 えた 人の うち ， 遺 影 の 有無 の

割 合 は や く半 々 で あ る 。

「
仏 壇 な し 」 と答え た信 者 の うち ， そ の 割合 は 1 ： 2

で あ る 。 未信者の 場合に は ，
「
仏 壇 あ り」 と答 え た 人 の う ち， 遣 影 の 有無 の 割

合が 2 ： 3 で あ る こ と に対 して ，
「
仏 壇 な し 」 の 割 合 は や く 1 ： 3 で あ る 。 信

者 で あ れ 未 信 者 で あ れ 「
仏 壇 な し」 の 家 に 較 べ て

「
仏 壇 あ り」 の 家 は 遺 影 を飾

る 傾 向 が 強 い よ うで あ る 。 また 逆 に 「
仏 壇 あ り」 の 家 に 較 べ て

「
仏 壇 な し」 の

家 は 遺影 を 飾 ら な い 傾 向 を示す もの で あ る 。
い ずれ に して も， 仏 壇 と遺影 とは

二 者 択
…

的 な 関係 に あ る の で は な い こ とは
，

は っ き り して きた と言 え よ う。

　 ア ン ケ
ー

ト項 目 17番 と 18番 に 移 りた い と思 う。 片方 は 回 答者 の 家 に は 仏壇 が

あ る場合，
そ の 前で ど うい うこ とが 行 な わ れ る の か につ い て の 質問で

， もう
…

方 は 回答者 の 家 に 仏壇 が な くて も故 入 を記 念す る た め に ど うい うこ とが お こ な

わ れ る の か に つ い て の 質問 で あ る 。 と こ ろ が 集計 して い る 時 に 気づ い た が
，

こ

の 二 つ の 項 目 に 問題 が あ る 。 ア ン ケ
ー

トを集 計 す る た び に 経 験 す る こ とで あ る

が ， 必 ず
「
こ の 聞 き方 は うま くな い

」 とか
「
こ れ に 加 え て そ れ も聞 け ば よ か っ

た 」 と反 省 す る の で あ る 。
こ の 二 つ の 項 目は そ の

一一
例 で あ る。なぜ か とい うと，

こ こ で 問題 とな っ て い る の は
， 本人 の す る こ とで は な く， 本人の 家 に は ど うい

う行 な い が あ る か に 限 っ て 聞 い た か らで ある 。 今 に な っ て 後悔 して も し ょ うが

ない が ，
こ の よ うな穴が こ の 二 項 目 に あ る の で

， 性 別 的 に 見 る こ と は で きない

の で ある 。 しか しそ れ だ か ら と言 っ て
，

こ の 質問 が 無意 味で あ る と限 らな い
。

ち ょ っ と面 白い デ
ー タ は こ こ に もあ る と思 う。 （図12− 13参照 。 ）

　 〈食べ 物 ・飲み 物〉　 回 答者が 現 在住 ん で い る家 に は 仏壇 が あ る場 合 ，

「毎 日 ，

御飯 ・飲 み 物 な ど をあ げ る 」 家 の うち，未信 者 の 35％ に 対 して ，信 者 は や く20 ％

で あ る 。 そ れ に 対 して ， 仏 壇 が な くて も遺影 を飾 る場 合 ， そ の 行 な い を習慣 と

して い る 家 に は ， 未 信者 の や く15％ に対 して ， 信 者 は た っ た 4 ％で あ る 。

　 従 っ て 仏 壇 が あ る 家 に は こ の 伝 統 を守 る傾 向が 比 較 的 に 強い で あ る と言 え よ

う。

　い た だい た 食べ 物 ・果物 な ど をあ げ る 習慣 に 関 して も ， 同 じで あ る 。 仏 壇 が

あ る家の 場合 ， 未信者 は や く32％， 信者 は 20％弱 で あ る が ， 仏 壇が な い 家の 場
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紀　 要 1

合 ， 未信 者 の 16％ 弱 に 対 して
， 信 者 は 8 ％強 で あ る 。

こ こ に も仏壇 の 有無 はか

な り大 切 な要素 で あ る と 言え よ う 。

　 〈墓参 り〉　 墓 参 りす る こ と に 関 す る 質問 は ， 本 人 の 行動 を 中心 と し た もの

で ある 。 性別的 な結果を考慮す る前 に ， 全体的 な結果 を見て み よ う。 （図 14参照 。 ）
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「年 に 1 − 2 回 程度 は ， お 墓参 り をす る 」 とい う答え を選 ん だ未信 者の 64％

に 較べ て
， 信者の 53％ は や や ひ か えめ で は あ る が

， 有意義の 差 で は な い
。 信 者

の 墓参 りと未信 者 の 墓参 りに は， ほ とん ど変 わ りが ない
。

　 で は性 別的 に み れ ば， ど うな るだ ろ うか 。 女性 の デ
ー

タは 図15， 男性 の は図

16に 示 され て い る 。

　女性 の 60％ 以 上 が 年 に 1 − 2 回 ぐ らい は 墓 参 りを して い る こ と は
， 信者 ・未

信 者 の 別 を問 わ ず ， 同 じで あ る 。 ど ち らか とい え ば
， 未信者 の 女性 の 比率 は 多

少上 回 るが ， 偏差 の 4．9％ は有 意義 で は ない
。

こ の 点 に 関 して は
， 信者の 女性
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と未 信者の 女性 と は 同様で あ る 。

　しか し男性 に なる と ，
こ とが 違 っ て くる 。 （図16参照 。）
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紀 　 要 1

　未 信 者 の 男 性 の 61．3 ％ に 較 べ て ， 信 者 の 男 性 の 36 ．5 ％ は は る か に 低 い もの で

あ る 。 そ の 偏 差 の や く25％ も有意 義の 差 を示 して い る に違 い ない
。 お そ ら くこ

の 差 は 職 業 や 年齢 に 関 係 が あ る か も知れ な い が ， そ れ に して も信者 の 男 性 と未

信 者 の 男 性 と の 間 に こ れ だ け大 きな 差 が あ る 理 由 は ， まだ 明 らか に な っ て い な

い
。 全体 的 に 言 え ば

， 未 信 者 の 男性 も女性 も60％ ぐらい の 程度で 年 に 1 − 2 回

ぐ ら い は 墓 参 りを して い る 。 信 者 の 女 性 も同 じで あ る 。 しか し信 者 の 男 性 の 60 ％

強 は あ ま り墓 参 りを しない
。 今 の と こ ろ で は こ れ は 謎で あ る 。

　 〈法 事 ・記 念 礼拝 〉　 ア ン ケ
ー トに は 回答 者 の 家 の 行 動 と して の 法事 や 記 念

礼 拝 に つ い て の 質問 もあ る 。 （土 の 図 12お よ び 13参 照 。 ） 本 人 の 行動 に 関 す る 質

問で は な い の で ， 性 別 の グ ラ フ を使 用 す る こ とは で きない が ， デ
ー タ 自体 は か

な り有 意 義 な もの で あ る と思 う 。

　図 12や 13に お い て ， 8 番 目の 答 え は 法事 や 記 念礼拝 に 関連 す る 。 回 答者 の 家

に 仏壇 が あ る 場 合 （図 12），
「お 寺 の お 世話 に な る 」 と答 え た 人 の うち， 信 者 は

20％ 弱 ， 未信 者 は37％ で あ る 。 未信 者の パ ー セ ン トの 方 が 上 回 る もの で あ る 。

そ れ に 対 して ， 回答 者 の 家 に 仏 壇 が ない 場 合 （図 13），
「 一

周 忌 ， 三 周 忌 な ど と

言 わ な い が ， そ の 時 に な る と， 牧師 ・神父 に お 願 い して
， 記念 会 を す る 」 と答

え た 人 の うち， 信 者 は 20％ 強 ， 未信者 は 8．5％で あ る 。 信 者の パ
ー

セ ン トの 方

が 上 回 る もの で あ る 。

　 こ の 点 は わ た く しに と っ て 非 常 に 興味深 い と こ ろ で あ る 。 西 欧 の プ ロ テ ス タ

ン テ ィ ズ ム に お い て お 通 夜 が あ りうる し， お 葬 式 も無 論 の こ とで あ る が ， そ の

後 の 故 人 の た め の 記 念礼 扞 は無 い の で あ る 。 あ る の は ， 亡 くな ら れ た信 者 全体

の た め の 11月 1 日 の 諸 聖 徒祭 （All　Saints
’
　Day ）で あ る 。 しか し 日本 の 伝 統 に

よ る と
，

お 葬 式 の あ と
，

3 年 ，
5 年 ， 7 年 … 33年 ， 場 合 に よ っ て 50年 まで の 儀

式 が あ る 。 しか もこ れ らの 年数 は お寺に行 っ て 法事 を して も ら う時で
， その 間

の 年 数 に は ， 本 当 は 自宅 の 仏 壇 の 前 で 小
．
規 模 の 法 事 をす る こ と に な っ て い る 。

従 っ て ， ほ とん ど毎年 故 人 の た め の な ん らか の 儀式が ある 。 日本 の キ リ ス ト教

信者 の 二 割 以 上 が ， 信 仰 生 活 の 大 事 な
一

面 と して
，

こ の 伝統 的 な パ タ ・．
ン を守

ろ うと して い る こ と は ， 私 に と っ て 非 常 に 意 味 深 い もの で あ る 。
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結 　び

　 こ の 講演 の 冒頭 に
， 日本 の キ リ ス ト教 は 日本の 伝 統的 な世 界観 か ら何 か の 影

響 を受 けて い な い か
，

とい う問 い を提 供 した 。 特 に 祖先 との 関係 に つ い て 日 本

の 古 くか らの 伝 統 か らの 影 響 を受 け て い な い か とい う問 い で あ っ た 。 今 まで の

デ
ー

タ は ，

「
意識 」 と 「

行動 」 とい う二 つ の カ テ ゴ リ
ー

に よ っ て 見 て きた 。 冒

頭 に 出 した 質問 に 戻 っ て
， 仮 に で も答 えた い と思 う。

　 厂意識」，
つ ま り意見や 信 念 の 分 野 に 関 して

， 古 くか らの 世界 観 か らの 影響 は
，

日本 の キ リス ト教 に あ ま り見 え なか っ た 。

「仏 ・神 と して の 先祖 」 を信 じて い

る と答え た信 者 は 5 ％ ぐらい は あ っ た が
，

こ れ は割 と少 な い パ ー セ ン トで ある

と思 う。

　信 者 の 一 割 強が 「仏 の 教 え」 を信 じて い る と答 えた人 が い る こ とは
， 少 々 驚

くと こ ろ で あ る が
，

こ れ は祖 先観 と直接 関係 が ない の で
，

こ れ 以 上 追究 しな い
。

　 しか し
厂
行 動 」 の 分 野 に な る と， こ とが 違 っ て くる 。 大胆 な言 い 方 で は あ る

が ，

一 般 的 に 言 え ば
， ア メ リ カ な どに 比べ て 日本 は 儀式 を重 ん じる 文化で あ る

と言 っ て も過 言 で は な か ろ う。 礼 儀 正 しい こ とを評 価 す る文化 で あ ろ う。 なぜ

そ うい うふ うに な っ た の か は
， な か な か面 白い 問題 で あ る が

，
こ こ で 強 調 した

い と思 うの は
，

こ の 礼儀正 しさ ， 儀式 的 な行 ない を重 ん じる傾向が 祖 先 儀礼 に

も関連す る こ とで ある 。

　毎 日， 仏 壇 また は 遺影 に い っ て 御飯 ・飲 み物 な どを上 げ る こ とが 礼儀 正 しい

行ない で ある とす る文化 に お い て ， そ の 雰囲気 の 中で 育 て られた人 は
， キ リス

ト教 信 者 に な っ て もそ うい うふ うに す るで あ ろ う。 それ は 人 問 と して なす べ き

こ とで あ る
， 当 た り前 の こ と で あ る と思 うの は

，
ご く自然 で は ない だ ろ うか 。

　 次 ぎに 墓 参 りに 関 す る こ と で あ る 。 日本 人 の 墓 参 り と ア メ リカ 人 の 墓 参 りに

つ い て の デ
ー

タが な い の で
， 印象 しか 述べ られ な い が ， 確 か に ア メ リカ の プ ロ

テ ス タ ン ト信 者 に 比べ て ， 日本の プ ロ テ ス タ ン ト信者の 墓 参 りす る頻 度 は 高 い

と思 う 。 こ こ に も 日本 の 伝 統 的 な世界 観 の 影響 があ る の で は ない だろ うか 。

　そ れか ら故 人 をめ ぐる儀式 と して の 法事 ， 記念礼拝 ， 墓前礼拝 な ど の こ とで
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あ る 。 別 の ア ン ケ
ー

トで 分 か っ た こ と で あ る が
， 日本 の キ リ ス ト教 信者 が 牧 師 ・

神父 に お 願 い して 特別 の 記 念礼拝 を して もら う時 期 が い つ なの か とい えば ， 大

体 に お い て 家 族 の 人 が 死 ん で か らの 1 年 目 ，
3 年 目 ， 5 年 目 な どで あ る 。 つ ま

り
一

周忌， 三 周忌 な どに相当す る よ うなパ タ
ー

ン で あ る 。 今 度の ア ン ケー トの

回答 者 の うち ， キ リ ス ト教 信 者 の 251人 の 二 割 ぐ ら い は
，

こ の よ うな パ タ ー
ン

を守 っ て い る 。
こ こ に もキ リ ス ト教 信 者 の 祖 先儀 礼 に 関連す る行動 とい う分野

に お い て
，

日本の 伝統 的 な世界観 に よる 影響が ある と思 う。
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