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信仰告 白 と伝道

豊 か な る合 同教 団 を 目指 し て

芳 　賀 力

序

　 「
キ リス トの 恵 み へ 招 い て くだ さ っ た 方 か ら ， あ な た が た が こ ん な に も早 く離

れ て ， ほ か の 福音 に 乗 り換 え よ う と して い る こ と に ， わ た しは あ きれ 果 て て い

ます 」 （ガ ラ テ ヤ 1 ：6 ）。 そ うパ ウ ロ は嘆 く。 使徒 は ，

「徹 底的に 神 の 教会 を 迫

害 し 」 （1 ：13） て きた 自分 に 対 して 天 か ら啓 示 さ れ た福 音 か ら離 れ な い
。 啓 示

され た福音 。
そ れ は

「
十字架 に つ け られ た姿 で は っ き り示 され た」 （3 ：1 ） イ

エ ス
・キ リス トに ほ か な ら な い

。

「
こ の 世 の 論客 」 （1 コ リン ト 1 ：20）に と っ て

十 字 架 は 愚 か な 躓 きで あ り続 け るが ， 我 々 の 教 会 は再 び こ の 十字 架 の 愚 か さ に

徹 し て 立 つ 決意 を持 た な け れ ば な ら な い 。

1　 現代 に と っ て の 信仰 告白的事態 （statusconfessionis ）とは何か

　（1） 1945年 か ら ほ ぼ 四 半 世 紀 （1945−1967）， 教 団 は諸教派 の 伝統を合 わ せ 持

っ て 出発 し た 合同教会 と し て
， 使徒的教 会 の 公 同性 を志 向す べ く ， そ の 実質化

を課題 と し て 歩 ん で き た 。 しか しそ の 後 の 四 半世紀以 上 に わ た る 混乱 （1968−

1998） は ， も っ ぱ ら教 会 の 社会 的責 任 を激 し く問 い 詰 め る 問 い の 中 に ， 教 会 の

固有 な 使命 を問 う問 い を埋 没 さ せ ， 伝 道 へ の 精 神 的意欲 ， また 時聞的 ， 人 的 ，

財政 的 エ ネ ル ギ ー をそ ぎ取 っ て きた 。 そ の 底流 に は 深刻 な福音理 解 の 違 い が 介

在 し て い る 。
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　  　我 々 が 聖 書 か ら学 び 取 る もの は 何 か 。 社 会 的不 正 と戦 い ， 人 権 を奪 わ れ

た人 々 の 友 と な り， そ の 優 し さ に 殉 じた 人 間 イ エ ス か ， そ れ と も ，
こ うし た 人 々

を も含 め て 神 な き罪人 の た め に 呪 い の 木 に か け られ た 神 の 子 メ シ ア （キ リス ト）

な る イ エ ス な の か
。

　そ こ に は ，   最 もラ デ ィ カ ル な 厂
神 な き イ エ ス 教 」 の 立 場

　　　　　　  そ こ ま で は い か な い が
「
十字架 （贖 罪 論）な きイ エ ス 教 」 （有

　　　　　　　　神論 的 ヒ ュ
ー マ ニ ズ ム

，

一
種 の 社会 的神 の 国運 動） の 立 場

　　 そ し て ，  
「
十字架 と復活 に 基 づ く救済論的 キ リ ス ト教 」

　 と い う福音 理 解 の 違 い が あ る 。

  や   の 立 場 が 果 た し て 聖 書解釈 と し て ど こ ま で 妥当な もの な の か が 改 め て

問わ れ な けれ ば な ら な い
。

　　［新 約 聖 書 の 中 に ， 復 活 前 の イ エ ス の 宣 べ 伝 え た 終 末 論 的 救 済 論 と
， 復 活 後

　　 の 原始教団 （パ ウ ロ ） の 展開 し た 贖罪論的救済論 と い う二 つ の 救済論 が あ

　　 る とす る 見 解 に 対 し て ， 以 下 に 両 者 の 連 続 を試論 し た 。

『
物語 る教 会 の 神 学 』

　　（教文館 ，
1997年）127頁以 下 ， 特 に 137頁以 下参照］。

（3）   や   の 立 場 に あ っ て は
， 今 日の 教 会 の 信仰告白的事 態 と は も っ ぱ ら社

会 悪 の 糾弾 で あ り， 人 権 問題 の 政治的解決 で あ る 。 し か し我 々 は  の 線 上 に お

い て ， 社 会 的 不 正 の 指 摘 や 人 権 問 題 へ の 配 慮 くWohl ）を も視 野 に 入 れ つ つ ， な

お 人間存在 の 根本的 な救済 （Heil） こ そ ， 究極的 な信仰告 白的事態 で あ る と確

信 す る 。 そ れ は ， ど ん な 時代 で も変 わ らな い
， 常 に 第

一
級 の 緊急 性 を帯 び た も

の で あ り続 け る 。 時 の し る し と は
一

過性 の
一

時的 な もの で は な く， す ぐれ て 終

末論的 な 認識 だ か ら で あ る （マ タ イ 16：3）。 換言 す れ ば ， 伝道 を第 二 義的 な も

の に し て 平気 で い られ る 我々 の 教会 の 現状 こ そ ， 憂 い を も っ て 対処 す べ き信 仰

告 白的事態 な の で あ る 。

（4） 戦責告 白 を基 本信条 に代 わ る もの と し て 掲 げ る わ け に はい か な い 。 も し

も福音理 解 に
一

致 が あ り， 神奉仕 か ら社会奉仕 へ と い う順序が 全教会 に お い て
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正 し く踏 ま え られ る な ら
， 過去 の 軍 国主義 へ の 歩 み と今後 の 平和 へ の 希求 を反

省 的 ， 建 設 的 に 追 求 す る道 は備 え ら れ る で あ ろ う。 し か し こ れ ま で 福音理 解 が

混 乱 して い る時 期 に あ っ て は ， 基 本信 条 を ラ デ ィ カ ル に 否 定 す る立 場 に よ っ て

こ れ が 利 用 さ れ ， 教 会 の 生 命線 が 崩 さ れ る 可 能 性 が あ っ た 。 そ の 点 で 教 会 は ，

動機 の 善 か らだ け で 動 く 「心 情倫理 」 に お い て で は な く， 結果 に 対 し て 責任 を

負 う
「責 任倫理 」 （M ．Weber ） に お い て 行 動 しな け れ ば な ら な い 。

II　 なぜ 教会 が 存在 す る の か

　（1＞ 教 会 は 「
神が 御 子 の 血 で あ が な い 取 られ た 神 の 教 会 」 （使 徒 行 伝 20 ：28［口

語 訳 ］）で あ り， す べ て の もの を キ リス トに お い て 満 た す た め に 世界 の 中 に 置か

れ た 神 の 「秘 め ら れ た計 画 」 （エ フ ェ ソ 1 ：9 ） で あ る 。 そ れ 故 に 教 会 は確 か に

自己 目的的 に 存在 す る の で は な く， 世 の た め に 存在 す る 。 従 っ て 教会 は確 か に

世 へ と派 遣 され る 。 しか し そ れ は 世 が キ リス トに あ っ て 救 わ れ る た め で あ り ，

教会 が 派遣 され る の は まず第
一

義的 に 伝道 す る た め に 他 な ら な い
。

　（2） こ の 世 に は虚 無的 な 力 が 残存 す る 。 悪 と罪 と死 で あ る 。 伝道 と は こ の 虚

無 的な 力 に 対す る キ リス トに お け る神 の 勝 利 を告げ知 らせ
，

こ の 神 の 勝 利 の 歴

史 に ， 失わ れ た 人 間 を 参与 させ る こ とで あ る 。

　　 ［悪 と罪 と死 と い う虚無的 な る もの の 残存 と そ の 区別 に つ い て は
『自然 ， 歴

　　史 そ して 神義論 』 （日本基 督 教 団 出版 局 ，
1991年 ） 169頁 以 下 ， 義認 論 と贖

　　 罪 論 の 関 連 に つ い て は264頁 以 下 ， ま た 終 末論 的 神義論 の 展 開 に つ い て は

　　 292頁 以 下 参 照 ］。

　 こ れ ま で の 四 半世紀 ， 歴史 の 中の 悪 に 対処 す る に 熱心 な あ ま り， 罪 と死 の 問

題 を古 き神学 問 題 と して ど こ か に 置 き忘れ て き た と す れ ば ， 虚無的 な 力 を侮 る

こ と に な る 。 罪 と死 の 問題 を悪 の 問題 に 解消 す る こ と は で きな い し ， 罪 の 問題

まで 見据 え る こ とな し に は ， 人 間 と社 会 の 中 の 悪 の 問題 は解 決 しな い 。

（3） 今 日
「
人 権 の 神学 」 を打 ち 立 て る こ と は きわ め て 重 要 な 神学的課題 で あ
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る 。 しか し そ れ は
「
救済 の 神 学 」 を土 台 と して お り， 決 し て 救済概念 の 世 俗 化

に 妥協 す る仕方 で 行 わ れ て は な らない
。

　　［救 済概 念 の 世俗化 とい う問 題 性 に つ い て は 『救 済 の 物語 』 （日本 基 督 教 団

　　出版 局 ， 1997年） 14−17頁 参 照］。

　そ の 場 合 ， 伝 統 的 な救済論 が 現 代人 に 生 き た 言 葉 と し て 届 く よ う に ， 様 々 な

形で 新 し く発音 さ れ直す 必要 が あ る 。 信仰告白 も また
「
人権宣 言」 で は な く，

人 間存在 を トー タ ル に 救 済 す る三 位 一
体 の

「
神 へ の 告白」 で あ る 。

　（4） 超 越 の 次 元 を失 っ た キ リス ト教 は 世 の
「
光 」 で あ る こ と を止 め た 教 会 ，

す な わ ち 光 を 失 っ た 灯台 に す ぎな い
。 そ れ で は 派 遣 も ま た 派 遣 で は な くな り，

塩 も また味 を失 う。

　   　超 越 の 次 元 を失 っ て い る が 故 に ， サ ク ラ メ ン トは 失 効す る 。 な ぜ い つ の

ま に か
「
洗礼か ら聖 餐 へ

」 で は な くな り ，

「聖 餐 か ら洗 礼 へ で も よ い し ， 聖 餐 で

も洗 礼 で も よ い し ， そ れ 故 何 で も よ く， な くて も よ い 」 と い う事態 が 生 じ て し

ま っ た の か 。 神 の 恵み を伝達 す る聖 な る サ ク ラ メ ン トが サ ク ラ メ ン トで な くな

っ た か らで あ る 。 神 の 聖 餐 は人 間 の 愛餐 と な り
，

生 ま れ 変 わ りの 洗礼 は 単 な る

社交団体 へ の メ ン バ ー 登 録 とな る 。 何で も よい もの は や が て
，

な くて もよ い も

の に 変 わ り果 て る 。

III 告 白 す る 教会の 権威

　（1） 教 会 の 信 仰 告 白 に 権威 が 帰 せ られ ね ば な ら な い
。 公同の 教会 の 信 仰 告 白

は個 々 人 の 告 白 と個 々 の 教会 の 告 白 を養 い 育 て ， 導 き ， 強 化 し， ：豊か に し ， 誤

り と逸脱 か ら引き戻 し， 信仰 を公同的 な もの に す る 。 そ の よ うな もの と し て 信

仰告白 は規範 と拘束性 を 持 っ て い る こ とが 認 め ら れ な けれ ば な らな い 。

　（2） 教会 の 信 仰 告 白が 軽 ん じ られ る結 果 ， 聖 書 解釈 に途 方 も な い 恣 意 性 が 現

れ ， 聖 書 の 正 典性 が あ や ふ や に さ れ つ つ あ る 。
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　（3） 聖 書 が 信仰 と生 活 の 規範 た る 正 典 と し て 読 ま れ な くな っ た とい う事 態 は ，

救 済 論的 な権威 の 失墜 が 起 こ っ て い る とい う こ と と関 わ りが あ る 。 そ の 意味 で

イ エ ス を キ リス ト （救 済 者） と告 白す る
「
教会 」 と い う場 が

， も う
一

度 不 可 欠

な 解釈原理 と し て ， 聖 書解釈学 の
一

行程 に き ち ん と取 り戻 され な けれ ば な らな

い
。

　　 ［ブ ラ ー
テ ン ／ ジ ェ ン ソ ン 「聖 書 を取 り戻す 』 （教文館 ， 1998年）参照］。

lV　個 性 豊か な公 同教 会 を 目指 し て

　（1） 「
わ が 国 に お け る 三 十 余 派 の 福 音 主 義 教 会 お よ び そ の 他 の 伝 統 を も つ 教

会 は ，

… … お の お の そ の 歴 史 的 特 質 を尊 重 し つ つ 聖 な る 公 同教 会 の 交 わ り に 入

る に 至 っ た 1 （日本基 督教団教憲）。
こ れ が 教 憲 に 明記 され て い る 私 た ち の 教会

で あ る 。
こ の

一
文 に 刻 印 さ れ た 史 実 的 自己 規 定 か ら遊 離 し て 合 同 教 団 論 を 始 め

る こ と は で き な い
。

　 公 同教 会 の 交 わ りに 連 な る 教 会 で あ る こ と を標 榜 す る と い う こ と は ，
プ ロ テ

ス タ ン トの 合同教団で あ る 私 た ち の 教 会 が ， そ の 歴史的限定 を 自覚 しなが ら，

な お 普遍 的公 同 の 教 会 性 を 志 向 す る 歩 み の 中 に 自 ら の 進 む べ き道 を見 出 し て い

る と い う こ とで あ る 。 と こ ろ で こ の 公 同教会 と は ， 肢 体 の 多様 な賜物 と個 性 を

包容 し つ つ
， 聖 霊 に よ る

一
致 に お い て 世 界 を包 括 し て い る 見 え ざ る キ リス トの

身 体 の こ と で あ る 。
そ れ 故 合 同教 団 に お い て 求 め ら れ て い る こ と は ， こ の 賜 物

の 豊 か さ を損 な う没 個性 の 全 体 主義 的 画 一 化 で は な い
。

一
人 な る キ リス トの 豊

か さ を体現 して い る
一

致 の 喜 び で あ る 。 私 た ち の 日本基督教 団 に は幸 い な こ と

に こ の 豊 か な 歴 史 的諸伝 統 の
一

端 が 注 ぎ込 ん で い る 。

　   　 こ こ で 改 め て 確 認 さ れ な けれ ば な ら な い こ と は ， こ の よ う な教派的諸伝

統 の 位置 づ け で あ る 。 教派 （デ ノ ミ ネ
ー

シ ョ ン ） と は 決 し て 分 派 （セ ク ト） の

こ とで は な い
。 分 派類 型 は救 済 財 を提供 す る 制度 と して の 教会類型 に 反 対 し ，

そ の 外 に 出 て 独立 し た 自主 組織 を形 成 し よ う と す る 。

　　［教会 ， 分派 ， 神秘 主 義 の 三 類 型 の 定義 に つ い て は ， E ・ ト レ ル チ
『
社会教
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　　説
「
結語」』 （拙訳

『
トレ ル チ 著作集』 第 9巻 ，

ヨ ル ダ ン 社 ， 1985年 ） 185 −

　　196頁参 照 ］。

　 しか し教 派 は 教会 の 内部 に お け る教 会形 成 的 個性 と し て 位置づ け られ る べ き

で あ る 。 公 同 教 会 は キ リス ト告 白 の 絶対的
一

致 に 基 づ く教 会 形 成 的 個 性 の 豊 か

さ に お い て 成立 す る もの で あ っ て ， 画
一

的全体主義 と は 自ずか ら
一

線 を画す も

の で あ る 。

　（3） しか し こ の 教会形成的個性 は ， 相 互 規制 と相互 補完 の 原 理 に お い て （後

述 ）公 同 の 教会 の 豊か さ に 仕え る もの で あ る こ と も忘 れ て はな らな い
。 そ こ で

形 成 さ れ る べ き教 会 と は普遍的公 同 の 教 会 で あ っ て ， 教会 の 公 同性 に 資 す る こ

との な い
， 自家 宗 旨 を絶対 と し て 他 を排 す る教 派 主 義 は分 派 主 義 に 陥 る と断ぜ

ざ る を え な い
。 そ れ 故私 た ち は 次 の よ うな思 考 過 程 を狭 き門 と し て く ぐら ね ば

な ら な い
。

  教 派 的伝統 を タ ブー 視 しな い
。

  し か し排他的教派主 義 は
一

度捨 て な けれ ば な らな い
。

  そ の 上 で 教会史的伝統 か ら学 び続 け ， 相 互 に 良財 を 提供

　 し合 わ ね ば な ら な い
。

　（4）　こ こ に 言 う教会形成的個性 と は
， 教会 を形成 して 行 く際 に ど うし て も必

要 な 具体 的 プ ロ グ ラ ム の こ とで あ る 。 ご く具 体 的 な 事 柄 を想 定 し て い る 。 例 え

ば教団 に あ っ て
「
役員 」 の 選 出 は当 た り障 りの な い 形式的 な規定 を越 え出 る こ

と は な い
。 キ リ ス トの 教会 で 重 要 な 決 定 を行 う手 続 き も， 教 会 で な くて も ど こ

で も行 わ れ て い る民 主 主 義 的 な 会 議 制 に 基 づ くもの に す ぎず ，

一
般常識 の 域 を

出 る もの で は な い
。 私 の 牧 会 し て い る 教会 で は 長 老 制 度 を教 会 の 秩 序 形 成 に 取

り入 れ て い る が
，

で は役員 を
「
長 老 」 と して選 出 し ， 長老 と して 訓練 す る に は

ど う した らよ い の か 。 会議 の あ り方 を キ リ ス トを主権 と し た長 老 た ち の 会 議 と
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す る た め に は ど う し た ら よ い の か
。 教 会 形成 に 良 き エ ル ダー シ ッ プ を発 揮 させ

る シ ス テ ム を ど の よ うに 定着 さ せ た ら よ い の か 。 こ う い っ た 具体 的各論 をた だ

ち に 合同 教 団 に 期 待 す る こ と に は初 め か ら 限界 が あ る 。 最 大 公 約 数 的 な大 同小

異 の 教 会論 的 枠 組 み で は ど う し て も隔 靴 掻痒 の 域 を 出 ら れ な い
。 し か も

一 般 論

で は な く
，

ま さ に こ う し た 局 面 で 立 ち 現 れ て くる問 題 こ そ
， 教会形 成 に と っ て

切 実 な 根 本 問 題 な の で あ る 。 そ れ 故 こ う い っ た 諸 点 で 我 々 が ， ジ ュ ネ ー ヴ や ス

コ ッ トラ ン ド
，

オ ラ ン ダ や ス イ ス の 改革者 た ち の 教会形 成論 に 学び た い と願 う

こ と は ， 教 会 形 成 の 根幹 に 関 わ る不 可 欠 な作業 と して ， 尊重 さ れ る べ き事柄 で

あ る 。 そ こ で 微 に 入 り細 を うが つ 議論 を 求 め る こ と は ， 決 し て 閉鎖的 な 分 派活

動 を意味 す る の で は な く， む し ろ こ の 合 同教 団 の 中 に あ っ て 許 さ れ る 自己形 成

の 具 体 化 で あ り ， そ の よ う な 教 会 形 成 の あ り方 を公 同 教 会 の た め に 差 し出 す こ

とが ， ひ い て は全体教会 の 益 に つ な が る と確信 す る 。

（5） もち ろ ん あ くまで も公 同 教 会 を 目指す 路線 の ⊥ で の 自己 形成で あ る 。 従

っ て 当然 そ こ に は エ キ ュ メ ニ カ ル な 方 向 へ と 向か う視 座 を持 つ こ とが 求 め られ

る 。 しか しそ れ は無 （脱 ）教 派 主義 な い し超 教 派 主義 と は異 な る 。 教 派 的伝統

を無視 し否 定 す る こ と は観念論的 エ キ ュ メ ニ ズ ム で あ る 。 人 工 的 な エ ス ペ ラ ン

ト語 が 世界 の 共通語 に な りえ な い よ うに ， 歴史的教会 とい う場 を離 れ て は エ キ

ュ メ ニ ズ ム は ロ マ ン 主義的理 想主 義 に 終 わ る 。 私 た ち は あ く ま で も歴史的教会

か ら抽 象 さ れ た 議論 を展 開 す べ き で は な い
。 そ の 意 味 で は 対 話 の 相 手 と し て の

カ ト リッ ク教会 も ま た 歴史的教会 と し て の
一

教派 な の で ある 。

　（6） 公 同教会 に 連 な ろ う とす る な らば， 少 な く と もそ こ に 属 す るす べ て の 教

会 が ， 普遍 公 同的 な キ リ ス ト信仰 を 共有 して い る こ とが 最小 限必 要 と な る 。 残

念 な が ら教団 は 成立 し て か ら10年余 りの 間信仰告白 を持 た なか っ た 。 成文信条

を も っ て 各 個 の 教 会 を拘 束 す る こ と に 違 和 感 を覚 え る ノ ン ・ク リ ー ダ ル ・
チ ャ

ー チ や 信仰告白の 主体 は あ くま で 各個教会 に あ り， 全体教会 の 信条 は そ の 最大

公 約 数 的 象 徴 に す ぎな い と 見 な す 会 衆 派 的伝 統 が 教 団 の 諸 伝 統 の 中 に 包 含 さ れ
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て い た か らで あ る 。 1954年 に 初 め て 持 つ に 至 る 背景 と し て
， ク リー ダル ・チ ャ

ー チ （全体教会 の 成文信条を規範 と して 重 ん じ る教会） の側 の 強い 要望 が あ っ

た こ と は，
そ の 直 前 に 会 派問題 が 起 こ り， 旧 日本 基 督教会 の 離脱 が 起 こ っ た こ

と か ら し て 明 瞭 で あ る 。 こ れ 以 上 の 離脱 を食 い 止 め よ う とす る動機 が そ こ に 働

い た の は 自然 で あ る 。
1951年 日本基 督教会 の 離脱 理 由に は，

「
使徒信条 を告白す

る だ けで は福音主義 の 信仰告 白に な っ て い な い
， 拘束力 の あ る 福音的信 仰告 白

を もた な い 教 団 は教会 で は な い
，

と い う こ とが 強 く主 張 さ れ た 」 こ とが 含 まれ

て い る 。

　　［日本基 督 教 団 宣教 研 究所 教 団 史料編纂室 編
『
日本 基 督 教 団史資料集 ・ 第 3

　　巻 』 日本基 督 教 団 出版 局 ， 1998年 ，
144頁参 照 。 ］

　厂
本教 団 の 信 仰告 白は ，

… … 基 本信条お よ び 『
福音 的信 仰告 白』 に 準拠 し て 」

と教憲 第 2 条 に うた わ れ る通 り， そ の 中に は 福音的 な諸信仰 告白の 歴史的 な流

れ が 注 ぎ込 ん で い る 。 従 っ て 現教 団告 白 を重 ん じ る とい う こ と の 中 に は ， そ こ

に 流 れ込 ん で い る基 本信条お よ び福音的諸信条 の 内容 を も重 ん じ る と い う こ と

に な る 。 し か し歴 史的事 情 と し て 制 定 の 経緯 は ， 信仰告 白の 自主性 を主 張す る

立 場 と あ くまで もそ の 拘束性 を重 ん じ た い 立 場 と の 調 停 に お い て 成立 した と い

う事実が ある 。 多 くの 会衆派教会 な ら び に ノ ン ・ ク リー ダル 教会 は ， 信仰告白

の 拘 束性 を 各教 会 の 判 断 に 委 ね る とい う仕 方 で 受 け と め た 。 そ れ 故 も し1954年

の 告 白 を拘束性 を伴 わせ て 表明 す る こ と を願 う諸教会が ， た と え ば そ れ まで 属

して き た 伝 統 と して 信仰 告 白 の 拘束性 を重 視 して き た1890年 の 告白の精神 に基

づ い て こ れ を告 白す る こ と を願 っ た とす れ ば， そ の こ と は ， 教 団 の 信 仰告 白を

真 剣 に 重 ん じ る
一

つ の 正 当 な 道 で あ る と い う こ とが 公 に 認 め られ て よ い
。

こ の

道 を遮断す る な ら ，
い つ しか 教 団 は

，
か つ て 信 仰 告 白 の 規範 ・ 拘束性 を巡 る 真

剣 な論議が あ っ た こ とを す ら，
い ともた や す く忘却 して し ま う こ とで あ ろ う 。

　我 々 を
一

つ に して い る こ の 教 団 の 信 仰 告 白 を よ り明 瞭 に 内 実化 す る努力 の
一

環 と し て ， そ の 他の 教派 的伝 統 に 基 づ く信 条 を 併せ て 重 ん じ る権利 も認 め られ

て よ い
。 教 団 の 告 白 は ， 各教 派 的伝統 の 特色 を抹消 す る方向に 働 くの で は な く，

む し ろ そ れ らを包 ん で 豊 か に 生 か す はず の もの で あ る 。

「今 回制定 せ られ る 信仰
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告 白 は教 団 の 信 仰 告 白 で あ る 。 教 団 は こ の 信 仰 告 白 を 教 団 と し て 告 白 す る 。 各

個教会 も信徒 も教団 に 属す る もの と して は ， こ の 信仰告白を告 白す る 。 従 っ て

こ の 信 仰 告 白 と矛 盾 す る もの は ， 各個 教 会 も信 徒 も告 白す る こ と は 出来 な い
。

し か し こ の 信仰 告 白 と矛 盾 しな い 限 りで は
， 各個教会 も信 徒 も従 来 の 歴 史的伝

統 あ る信仰 を告白す る こ とが 許 され る 」 （先 に 指 摘 し た 教憲第 2 条 に 基 づ く， 信

仰 告 白制 定 特別委 員会 石原 謙委 員長 の 報告書 ， 前掲書 172頁）。 但 し， 教団 の 告

白に お い て 我 々 は 完全 に
一 致 して い な け れ ば な ら な い 。 こ の 告 白 に 内 容 的 に 賛

同 し な い 教会 は ， 教 団 を 出て い か な けれ ば な ら な い
。

　（7） 合同教団の 中に あ っ て様 々 な教会史 的諸 伝 統 との 接触 は， 自家伝統 を沈

滞 さ せ る こ と な く
，

た えず 刷新 し て い く刺激 と もな る 。 他 の 良 き伝統 に 学 ぶ こ

とで 自 らが 変わ る こ と を 恐 れ て はな らず ， し か も譲 り得 な い と こ ろ を 明 確 に す

る こ とで か え っ て 自ら の ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ー

の 鮮明化 に つ な が る の で あ る 。 思

想 の 党派性 の レ ベ ル は必 ず 訪 れ て くる 。 そ の 時 こ れ を い か に 突破 す る か で 思 想

の 質 が 決 ま る 。 越 え 出 た そ の 先 に 初 め て ， 普 遍 を 宿 し た歴 史 的個性 と して の
，

窓の 開 い た モ ナ ド （ト レ ル チ ） が あ る 。

V　 で は どの よ うな再結 集が可能か 。

　（1） 近 い 将来 に 教団の 法 的 な 離合 集散 が 起 こ る な らば ， そ れ は そ れ で 賢明 な

熟 慮 と 良 き決 断 を も っ て 臨 め ば よ い と思 う。 しか しそ の よ うな段 階 に 至 ら な い

場 合で も ， 問題 は現 行信 仰 告 白 の 規範性 を も と に ， ど こ ま で 外的 ， 法 的 （de　jure）

な教 団 の 内部 で ， 内的 ， 事 実的 （de　facto）な 再 結 集 が で き るか とい う こ とで あ

る
。 そ の 内的 ， 事 実的 な再 結 集 に は ， 第

一
次的再結集 と第二 次的自己形成 が 考

え ら れ る 。
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  第
一

次的再 結集 に お い て は ， 排他的戦責告白路線 と基本

　 信 条尊重 路線 とで 線 が 引か れ う る

［こ こ に 言 う排他的戦責告白路線 と は ， 基 本信 条 は現代 の 教会 の 信仰告白 と

して は もう古 い とし， そ れ に 替 え て 戦責告白を も っ て 洗 礼 を施 し， 転入試

問 を す る ラ デ ィ カ ル な 立 場 を 言 う 。 繰 り返 せ ば ， 戦 責 問題 は ア ジ ア の 中 に

あ る我 々 の 教会 と社会 に と っ て不可 欠で あ る 。 今後は， 基本信条に対 して

教 団 に 属す る全 教 会 が ア
ー メ ン と唱 え られ る こ と を前 提 に

， 福 音 主義教 会

の 根幹 を揺 るが せ る こ とな く ， 戦 争責任 を担 う新 しい 道 を模索 して ゆ くべ

きで あ る 。 ］

  第 二 次 的 自己形 成 に お い て は
， 公 同性 に 資 す る 限 りに お

　 い て ， 教 会形 成 的個 性 に 基 づ く， 大 味 で な い
， よ り緻密 な

　教会形成 が 許 さ れ る 。

［第 8 回 松 永 希久 夫 学 長講 演 で 示 さ れ た ク リ
ー ダル ・ チ ャ

ー チ と ノ ン ク リ

ー ダル ・チ ャ
ー

チ と の 新 二 部制 とい う発 案 も こ れ に 近 い と推 断 さ れ る 。 拙

論 の 場 合 は ， も はや そ れ ほ ど明確 で は な い に して もな お 教会 の 体質 と し て

監 督 派 的 ， 長 老 派 的 ， 会 衆 派 的諸 伝 統 を残 す もの を中心 に ， 比 較 的 自由 な

教団成立以降 の 無教派型教会 を加 えて ， 教団 の 内部 で 第二 次的 自己形成 の

流 動 的 な離合集散 を考 えて い る 。 次頁図解参照。 ］
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e

謡
湯
匠

＼

　 　 合 同 教 団 の 再 編 後 の 見 取 り図

　 ノゼ　　　　　　　　　　　　　　　ペ

ノ 　 　　 　　 　 　　 　　 　　　
ノ
ド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

a ：監 督派 伝 統 の 教 会

b ：長 老 派 伝 統 の 教 会

c ：会 衆 派伝 統 の 教 会

d ：教 団立 無教派伝統 の 教 会

e ： 日本 基督 教 団

（注 ） （1） abc は共 に そ の 中心部分 を共有 して い る 。 それ が 中心 的 基 軸 と して の 教

　　　 団 信仰 告 白 に お け る
一

致 で あ る 。 そ れ よ り外側 の 部分 ， 互 い に 重 な ら な い 所

　 　 　 に そ れ ぞ れ の 教会 形成 的個性 が あ る 。

　　 （2） d は本 来図 形 に は描 け な い 未 定 型 の 性 格 を持 ち ， あ る 部 分 で は abc と交

　　　 錯 し
， あ る部分 で は 交錯せ ず ， 特 に 原 則 を持 た な い 。

　　 （3） 全 体 の 外郭 e が教 会 法 と し て の 教 憲 ・教 規 を持 っ た 日本 基 督 教 団 で あ る 。

　 　 　 そ し て 全 体 を普遍 的公 同 教会 の 基本信 条が 包 ん で い る 。

　（2） 自分 の 教 会 は教 団 が 成立 し て 以 降 に 誕生 し た 教 会 で
， 旧教 派 の 伝 統 を持

っ て い な い
， そ うい う場 合 は ど う す る の か と い う問題 が あ る 。 し か し 教 団立 の

教会 も決 し て 未定型 ， 無 伝統 で は あ りえ ず ， 教 会的権能 の 担 い 方 に お い て 教 会

史的 伝 統 の ど こ か に そ の 都度 リ ン ク し て い る の で あ る 。 た だ そ の リン ク の 仕 方

が 無 自覚 で
一

貫 性 が な い ， 時 に は無 節 操 だ と い う だ け の こ と で あ る 。 そ うで あ

る な ら ， 今 の 時 点 で よ り 自覚 的 に 教会形 成 の 方向 を 選 び取 れ ば よ い の で あ る 。

同 じ こ と は 旧 教 派 的伝 統 が 各個 教 会 の 歴 史 的 系譜 と し て は 存在 す る が ， 今 は も

う名 ば か りで あ る とい う場合 に も当て は ま る 。 も し そ こ で か つ て の 伝統 と異 な

る も の を教 会 形 成 的個 性 と し て 尊 重 し た い と い う こ とで あ れ ぼ ， そ れ は そ れ で

よ い の で あ る 。 そ の こ と を通 して 伝統 は常 に 吟 味 さ れ ， 問 い 直 さ れ ， 死 せ る伝

統 は消 え ， 生 け る伝統 だ け が 残 る で あ ろ う 。 過 去 は 不 問 に 付 し て 将来 へ と 向か
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う。 自己変革 を恐れず， 開か れ た対話の 中で 自己 形成 に 努め る
。 そ こ に 私た ち

の 進 む べ き道 が あ る 。

VI 個性集 団 と し て の 開花

　（1） 少年 の 心 の 闇 ， 青年 の 心 の 病 ， 中年 ク ラ イ シ ス
， 老年 の 孤 独 ， 他人 へ の

社 会 的信 頼 の 崩 れ 等 ， 現 代 社 会 の 抱 え た 人 間 を巡 る危 機 的 状 況 は 深 刻 で あ る 。

教 会 は神 の 救済 の 歴 史 こ そ が 救 い と癒 し を もた らす 力 で あ る こ と を新 し い 思 い

を込 め て語 らな けれ ばな ら な い
。

　（2） 戦後 の個人 主義的大衆消費社会 の 中で
， 良き選択 を共 有 す る共 同体 と し

て 教 会 が形 成 さ れ な け れ ば な らな い 。 教 会 もま た デ ィ ア ス ポ ラ （離 散 の 民 ） で

あ る 。 それ は多元 的社会 の 中に あ っ て 少数 なが ら神の 国 を指し示 す個性集団 と

して 存在 す る 。 現代 の 危機的諸問題 に 対 し ， 教会 は た だ一 般 的 な人 道主義 の 立

場 か ら で は な く
，

「
特 に キ リ ス ト教 的 な る もの 」を も っ て 明 確 な 方 向 と線 を提 示

す る責務 が あ る 。

　（3） 教会 は特 に キ リス ト教 的 な る もの を神 の 歴 史 と し て 物語 る 。 こ の 共 同体

の 語 りの 中 で
， 悩 め る個 々 人 の ヒ ス ト リー （個人 史 の ス トー リー ）が ， 神 の ヒ

ス ト リー （神 の ス ト
ー

リー ） に 参与 す る もの と し て ， 静 か な る 変 革 を経 験 し始

め る 。

（本稿 は ， 1998年 6 月 8 日 に行 わ れ た 第 9 回 凵本 伝 道 協 議 会 で の 主題 講 演 を書 き改 め

た もの で あ る 。 ）

56

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


