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　 こ こ で 論 じ 考察 し よ うと し て い る 「 日本 の 教会」 とは 主 と して プ P テ ス タ ン

ト教 会 ，
し か も 日本 基督教団 を 中心 とす る 目本 キ リス ト教 協議 会 に 加 盟 し て い

る 諸教 会 の こ と で あ る
。 ア メ リカ で は 「福音派 」 （Evangelicals） と区別 され て

「 プ ロ テ ス タ ン ト主流 派 」 （Protestant　Mainline　 Churches） と呼 ば れ て い る 諸

教 会 と歴 史的 に も関係 の 深 い 諸教 会 を さす 。 福音派 に対 し て 「エ キ ュ メ ニ カ ル

派 」 とか 「WCC 派」 （世界教会協議会 ） あ る い は 厂 リベ ラル 派」 と も呼 ばれ

て い る 諸教会 で あ る 。

1

　周知 の よ うに 日本 の 教会 の 歴 史 は ， 最初 の プ ロ テ ス タ ン ト宣教師が ア メ リカ

か らは じ め て 来 日 し た 1859年 か ら始 ま る 。 そ し て そ の 後 ， 続々 と来 日 し て 伝 道

を展 開 した 外国 ミ ヅ シ ョ ン は ほ とん どがア メ リカ か らの ミ ッ シ ョ ン で あ っ た。

した が っ て 日本 の 教会 は そ の は じ め か らア メ リカ 型 の 教 会 ，
っ ま リ ョ

ー
ロ ッ パ

的 な 「国教会」 （Kirche ，
　State　Church ）で は な く， 政 教分離 を前提 と し て 発達

し た ア メ リカ 的 な 「教 派 」 （Denomination ） 型 の 教 会 で あ っ た 。

　そ れ ゆ え に 日本 の 教会 は ， そ の 組織 制度 ， 教理
， 教 規 　礼拝 ， 伝 道 ， 牧

会 ， 信 仰 生活 ， 倫理 に い た る ほ とん どの 側 面 に お い て ， ア メ リカ の 教 会 の 影響

が絶大 で あ る 。 こ の 点 で は 同 じ くア メ リカ の 宣教師 に よ っ て 伝道が 始 ま っ た 韓

国 ， 中国，
フ ィ リ ピ ン の 教会 と大差は な い

。 た とえば
，

こ れ らの 国々 の 教会 の
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礼拝 で 歌 う讃美歌 の ほ と ん どは わ が 国 で な じ み の 讃美歌 で あ る
。 ま た 礼拝形式

もほ とん ど同 じ とい っ て よ い
。 礼拝の 中で 献金 を集 め る の も， 教 会税 をお さ め

な い 教派 型 の ア メ リ カ の 教会 か ら の 共 通 の 伝 統 で あ る 。

　 と こ ろ が こ れ ら の ア ジ ア の 諸国 の 教会 と 日本 の 教会 が
， 決 定的 と言 わ ず と も

非常 に異 る の は そ の 神学 で あ る
。 他 の ア ジ ア 諸 国 の 教会 が組織制度 の み な らず

そ の 神学 もア メ リカ 的 で あ る の に 対 し て ， 日本 の 教会 の み は組織制度 は ア メ リ

カ 的 で あ る が
， 神学 は ドイ ツ 的 で あ る か ら で あ る 。 言 っ て み れ ば 日本 の 教 会 だ

け は ， 体 は ア メ リ カ 型 ， 頭 は ドイ ツ 型 と い う ， ア ジ ア で も珍 し い 教会 な の で あ

る 。 こ こ に 日本 の 教会独特 の 性格 と
，

ま た そ の 問題 が あ る よ うに 思 わ れ る の

で ， 本 論 で は こ の 面 を考察 し論 じ よ うと思 う。 ど うし て そ うな っ た の か
。 そ し

て そ こ か ら ど の よ うな 問題 が 生 じ て い る の か を 明か に し
， さ らに そ の 克服 の 途

を さ ぐ りた い
。

II

　ま ず ， な ぜ 日本 の 教 会 は 体 は ア メ リ カ 型 な の に
， 頭 は ドイ ツ 型 の 神学 （厳 密

に は ス イ ス をふ くむ ドイ ツ 語 圏の 神学） に な っ た の で あ ろ うか 。 そ の 最大 の 理

由 は ， 唐突 に き こ え る か も知 れ な い が ， 日本 が他 の ア ジ ア 諸国 の よ うに 欧 米 の

植民 地 な い し は 半植 民 地 で は な く ， 独 立 国 で あ っ た か ら で あ る ， と思 わ れ る
D

。

　植民地 の 場合， そ れ ぞ れ の 宗主国か らの 宣教師の 指導力 は
， 政治権力 と同様

に 絶 対 的 な 力 を有 し て い た と い っ て 決 し て 過 言 で は な い
。

い わ ゆ る 帝 国 主 義 と

ミ ッ シ ョ ン の 関係は
， 決 して 同

一
的 で は な く， そ れ ぞれ の 国 に お い て 異 る複雑

な 関係 を展 開 し て きた の が 実 状 で あ る
2）

。 し か し な が ら宗 主 国 の 指 導 者 が 絶大

な カ を も っ て い た の は政 治 に お い て も ミ ッ シ ョ ン に お い て も同 じ で あ っ た 。 イ

ン ドの 場合 は イ ギ リ ス 人 が
，

フ ィ リ ピ ン の 場合は ア メ リ カ 人 が そ うで あ っ た
。

朝鮮 の よ うに 日本 の 植 民 地 に な っ た 国 で も ， 日本 統 治以 前 か ら活動 して い た ア

メ リカ の 宣教 師 の 指導力 は 大 き く， 日本支配 に 対抗 す る た め に ア メ リ カ の 宣教

師 に 頼 ろ う と し た の で
， 彼 ら の 影 響力 は か え っ て 強 大で あ っ た

3）
。

　 した が っ て こ れ ら の 植民 地国 に お い て は
， 宗主国 の 宣教師 た ち が教 え る そ れ
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そ れ の 国の 神学 を何 の 疑間 もな く受容 し学 ぶ の が 常で あ り， そ れ 以 外 の 可能性

は な か っ た の で あ る 。 イ ン ドで は イ ギ リ ス 神 学 が ， イ ン ドネ シ ア で は オ ラ ン ダ

神 学 が ， そ の 他 の 国 々 で は 中国 もふ くめ て ， 大 体 ア メ リ カ 神学 な い し は 英語 圏

神学 が 支配 的 で あ っ た ゆ え ん で あ る 。

III

　 と こ ろ が H 本 は ア ジ ア に お い て 例 外 的 に 欧米 の 植 民地 とは な らな か っ た独 立

国で あ っ た u そ れ だ け ナ シ ョ ナ リズ ム が強烈 で あ っ た とい っ て よ い で あ ろ う。

そ れ は 明治初期 に キ リ ス ト者 と な っ た 人 々 に も共 通 で あ っ た
。

し た が っ て ア メ

リカ の 宣教 師 に追 随 す る こ と を い さ ぎ よ し と し な い 風潮 は は じ め か ら強 か っ た

の で あ る 。 内村鑑 三 の 無 教 会 主 義 が
， ア メ リ カ の 宣教 師 に た い す る 批判 と反 撥

に も， そ の
一

因 を も っ て い た こ とは 明 らか で あ る
4）

。 し か し宣教師 の 意 見や 見

解 と は違 っ た ゆ え に
， 自分独 自の 途 を歩 ん だ 人 は教会内 に もい た

。

　日本基 督教会 の 指 導 的人物 で あ っ た 植村 正 久 が そ の
一 人 で あ る 。 植村 が 明治

学院神学部 を辞 職 し て ， 1904年 （明37） に わ が 国 で は じ め て の 日本人 だ け の 手

に な る 神学校 ， 東京神 学社 を創立 し た 一
因 は ， 教科 書 をめ ぐ っ て 宣教師 と対 立

し た か らで あ っ た
。 植村 が 用 い て い たW ．N ．ク ラ

ー
ク の 『キ リス ト教 神 学 概

論 』 （An 　Outline　of 　Chn ’
stiα n 　Theology

，
1898）は

， 当時ア メ リ カ で 自由主義

神学 の は じ め て の 組織神学 と し て 広 く読 ま れ て い た ， い わ ば最新 の 神学 で あ っ

た。 そ れ に た い し て 宣 教 師 の 中の 保 守的 な 人 々 が 反 対 し た の で あ る 。 お そ ら く

彼 ら は プ リ ン ス トン 神学校 の チ ャ
ー ル ズ ・ホ ッ ジ の 『組織神 学 』 （Systematic

Theology
，
3vols

，
1871−72）， お よび そ の 子 の A ．　A ．ホ ッ ジ の 『神 学 概 論』

（Outlines　of 　
rl ’
heology

， 1860）あ る い は B ．　B ．ウォ
ー

フ ィ
ー

ル ドの 著書 に 代表

され る 保守的 な カ ル ヴィ ニ ズ ム を信奉 し て い た の で あ ろ う
5）

。

　 こ こ に ア メ リ カ の 宣 教 師 に よ っ て 指 導 さ れ て い た に もか か わ らず ， 日本 の 教

会 の 牧師 た ち が 独自の 神学的判断 を も っ て い た 一
つ の 事例 をみ る こ と が で き

る 。 そ れ は 日本 の 教 会 が
， 国 の 独 立 と同 じ く教 会 の 独 立 を ， そ の 当初 か らめ ざ

し て い た か らで あ る 。 逆 に い うと 日本 が 独立 国で あ っ た た め に
， そ の 教会 も独
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立 心 が 強 く ， 神 学 を え ら ぶ 際 に も ， 宣教 師 の 言 い な り に は な ら な か っ た の で あ

ろ う。

IV

　 しか し ア メ リカ の 保守的 な神学 か ら自由主義的 な 神学 へ 移行 し た の ち に
， さ

ら に 日本 の 教会 が ドイ ツ 神 学 へ と傾斜 し て い っ た の は ， 教会内の 事 情 よ り は む

し ろ 教会外 の 状勢に よ る と こ ろ が 大 きか っ た よ うに 思 わ れ る
。

　 ドイ ツ 神 学 が 日本 の 教 会 に 導 入 され た は じ め は 1885 年 （明 18） に ドィ ッ の 宣

教 師W ．シ ュ ピ ン ナ ー が 来 日 し た 時 で あ ろ う。 明治20年 代 の い わ ゆ る 「新 神 学 」

の 波瀾 は ， ア メ リ カ の ユ ニ テ リア ン や ユ ニ バ ー
サ リス トの 宣教師た ち の 影響 も

大 き い が
，

シ ュ ピ ン ナ ー の 感 化 も少 な く な い
。 彼 は ドイ ツ と ス イ ス の 宗教 史

学派 に 属 す る 牧師や 神 学者 た ち に よ っ て 結成 さ れ た 自由主義 的 な宣 教会 （A11−

gemeiner 　Evangelisch−Protestantischer　Missionsverein） か ら派 遣 され た 宣 教

師 で あ っ た 。 彼 が紹介 した ドイ ツ 神 学 とは ， 聖 書批評 学や 宗教 史学 を と りい れ

た い わ ゆ る 近 代神学 で あ る
。

　 し か し 「新神 学」 は そ れ ま で ア メ リ カ の 宣教師 に よ っ て 導 入 さ れ た 福音 主 義

（1846 年 に ロ ン ドン で 開 か れ た 福音 同盟 大会 の 立 場） を信奉 して い た 日本人 キ

リ ス ト者 に 大 きな 衝撃 を与 え た もの の
， そ れ が 直 ち に 日本 の 支 配 的 な神学 と な

っ た わ け で は な い
。 そ れ は 海 老 名弾 正 と植村正 久 の 神 学 論 争 を ひ き お こ し た

が
， 結果 的 に は 小 崎 弘 道 な ど に み ら れ る よ うに

， 聖 書 批 評 学 や 宗教 史学 を と り

い れ る が ， 分派主義 に は 走 らな い バ ラ ン ス の とれ た 福音主義 を確立 す る の に 役

立 っ た と い っ て よ い で あ ろ う。

「新神学 」 が 直接影 響 を及 ぼ し た の は ， 皮 肉 な こ と に ドイ ツ 神学 の 流 行 で は な

く， む し ろ 金森通倫 な ど に み られ る よ うな ， 日本的 キ リス ト教 あ る い は 日本 的

神学の 提 唱 で あ っ た 。

「新 神学 」 は 宣 教師の 手 か ら 日本 の 神 学 を解放独 立 させ

よ う と し た も の で あ っ た
6 ）

， と言 わ れ る が ， そ れ もや は り 目本 が 植民 地 で は な

く独 立 国 で あ っ た か ら で あ る 。 い ず れ に せ よ ，

「新 神 学 」 と い う名称 で わ が 国

に は じ め て 導入 さ れ た ドイ ツ 神 学 は ， 決 し て た だ ち に こ の 国の 支 配的 な 神学 と
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な っ たの で はな か っ た 。

V

　 ドイ ツ 神学 が そ の よ うな位 置 を獲 得 す る の に も っ と も大 き な カ と な っ た の

鳳 ， 明治政府 の 大学政策 で あ っ た と思 わ れ る
。 明治初期 の 外人 教師 の 多 くは ，

フ ル ベ ツ キ の よ うな ア メ リカ の 宣 教 師 を ふ くむ 英 米教師 で あ っ た 。
し た が っ て

当時 唯
一 の 大 学 で あ っ た 東 京帝 国大 学 の 前身 で あ っ た 開成 学校 や 東 京 大学 の 学

制 は 主 と し て 英米系 の カ レ ッ ジ を モ デ ル と し た も の で あ っ た 。

　 と こ ろ が 1881年 （明 14） の 大 学職 制改 正 に よ っ て ドイ ッ 語傾 斜 が始 ま り ， さ

らに 同年 の い わ ゆ る 明治 14年政 変 に よ っ て イ ギ リ ス 派 の 大 隈重 信 を排除 し た 伊

藤 博文 や 井 上 毅 を中心 と す る プ ロ イ セ ン ・ ドイ ツ 派 が政治的な 主導権 を握 る よ

うに な っ て か ら ， 大学は も っ ぱ ら ドイ ツ の 大学 を 模倣す る よ うに な っ た 。

　 し か し こ の 政 策 転換 は た ん に 政 治 的 な 理 由 （英仏米 の 民 主 主 義 よ りは ドイ ツ

の 軍国主義の 方 が 日本 に 適 して い る） だ けで は な く， 学問的な理 由 に よ る もの

で もあ っ た
。 学問史 な い し は 科学史的 に い っ て

，
た し か に18世紀ま で は イ ギ リ

ス が科学運 動 の 中心 で あ っ た が ， 19世紀前半 に は フ ラ ン ス が
，

19世紀後半に は

ドイ ツ ボそ の 中心 とな っ て い た か らで ある 。
つ ま り明治時代 に は ドイ ツ が世界

の 学 界 の 最先端 で あ っ た の で あ る
7）

。

　 そ し て 事実 ， 当時 は イ ギ リス ， フ ラ ン ス
，

ア メ リカ か ら も留学生 が ドイ ツ の

：大学で 学 ん で い た 。 札幌農学校で 教え た W ．ク ラ
ー ク もア マ

ー
ス ト 大学 を卒業

して ， ドイ ツ の ゲ ッ チ ン ゲ ン 大学 で 化学を専攻 して 学位を得て い る
。

ア メ リカ

の 神学者た ち も， 保守派 と 自由派 の い ずれ もや は リ ドイ ツ に 留学 して い る
8）

。

し た が っ て わ が 国 の 大学 の モ デル と し て ドイ ツ を え ら ん だ の は ， 決 し て た だ 政

治的判 断か らだ け で は な く， 当時の 世界 の 学問 的状況を判断 して の こ とで あ っ

た 。
し か し ， こ の よ うな判断 に よ っ て 政策転換 がで きた の は ， や は り 日本 が植

民 地 の よ うに 宗 主 国 か ら
一 方 的 に 文化 や 学問 を押 し つ け られ る こ とな く ， 自 ら

の 判断で と る べ き外国の 学術 をえ らぶ こ とが で きた 独立 国だ っ た か らに ほ か な

ら な い
9）

。

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

日 本 の 教 会
一 25 一

VI

　 し た が っ て 明治時代 に キ リス ト者で あ っ て 東京 お よ び 京都帝国大学 で 学 ん だ

もの が ， ドイ ツ 神 学 に 傾斜 し て い っ た の は 自然 の 成行 きで あ っ た 。 明治初期 の

初代 の キ リス ト者 に 信仰 を学 ん だ二 代目の キ リ ス ト者 た ち が 学問的 に 活 躍 す る

の は ， 1907年 （明40年） 以 後 で あ る が ， そ の 最初 の 人 で あ る 波多野精
一

をは じ

め と し て
， み な ドイ ツ 神学 お よ び ドイ ツ 聖 書 学 を専攻 し た 人 々 で あ る 。 石 原

謙 ， 佐藤 繁 彦 ， 征矢野 晃雄 ， 山谷省吾 な ど
， な か に は ドイ ッ に 留学 し た もの も

い る が ， そ うで な く と も専 ら ドイ ツ 語 で 研 究 し て い る 。 そ れ に 同志 社 や 東 京 神

学社 な どで 神学 を学 ん だ もの で も ま た ア メ リカ や イ ギ リ ス に 留学 し た もの で も

ドイ ツ 神 学 を ， あ る い は ドイ ツ 的学 風 の 中で 神 学 を学 ん で き て い る 。 大塚節

治 ， 有賀鉄 太 郎 ， 桑 田 秀 延 ， 浅 野順一 な ど が そ うで あ っ た
。

　そ れ に 前述 の よ うに 東 京 と京 都 をは じ め と し て 次 々 と設立 され た 帝 国大学 に

お い て ドイ ツ 哲学 が 主流 を な し て い た ゆ え に
，

ドイ ツ 哲学 と深 い 関係 に あ る ド

イ ツ 神学 は 哲学者 た ち の 間で も知 られ て い た 。 西 田幾多郎 は そ の
一 人 で あ る

が
， 彼 の 影 響 に よ っ て 神学 へ の 関心 を も っ た 三 木 清 や 和 辻 哲郎 の よ うな 人 もで

て きて い る
。

い や神学者 が注 目す る前に 哲学者の 方 が ヨ ー ロ ッ パ の 神学に 関心

を も っ て い た こ と も あ る
。

キ ェ ル ケ ゴ ー ル は ドイ ツ 神 学者 で は な い が
， 弁 証 法

神学 と くに バ ル トに よ っ て 有名 に な っ た し ， さ ら に そ の ドイ ツ 語 訳 に よ っ て 長

ら く読 まれ て い た の で ， 広 い 意味 で ドイ ツ 語 圏 の 神 学 思 想家 と い っ て よ い で あ

ろ う 。 こ の キ ェ ル ケ ゴ ー ル が 日本 で は じ め て 紹 介 さ れ た の は ， 実 は バ ル トの

『
ロ マ 書』 に よ っ て 有名に な る 数年前 の 1915年 （大正 14）の こ とで あ る

。 弱冠

26 才 の 和 辻 哲 郎 が 著 わ し た 『ゼ エ レ ン ・ キ エ ル ケ ゴ オ ル 』 が そ れ で あ る 。 こ の

よ うに 弁証法神学 と くにバ ル ト神 学 が紹 介 さ れ る前 に す で に わ が国 で は ドイ ツ

神 学 へ の 関 心 と研 究 が
，

し か も ア メ リ カ よ り も先 に ひ ろ が っ て い た の で あ る
1°）

。

VII

し か し
， わ が 国の 神 学 が 圧 倒的 に ドイ ッ 神学 の 影響下 に 入 っ た の は1930年代
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に 入 っ て か らで あ る 。
つ ま り昭 和時代 に 入 っ て か らで あ る が

， そ れ は 目本 が軍

国 主義 の 時代 に 入 っ た こ と と重 な り合 う。 弁 証法神学 は は じ め 「危機 の 神学」

と呼 ば れ た が ， ま さ に わ が 国 が 戦争時 代 に 突 入 す る 直前 の い わ ゆ る
「非 常時」

と呼 ば れ た 時代 に こ の 神学 は 導入 され ， 急速 に ひ ろ が っ た の で あ っ た
。

　 こ れ は 決 し て 偶 然 で は な い で あ ろ う 。 第
一

次世界 大 戦 の 悲劇 的経験 か ら ， 人

間 世界 と文 化 の 危機 に 直面 し て 抬頭 して き た 弁証 法神 学 ， こ とに バ ル ト神学 は

ま こ と に ラ デ ィ カ ル な 神 学 で あ っ た 。 キ ェ ル ケ ゴ ー
ル に な ら っ て 神 と人 との 間

の 無 限 の 質 的差 異 を強 調 し ， 啓 示 の 宗教 に 対 す る 超越 性 と福音 の 文 化 に 対 す る

絶対 的他者性 （Das 　ganz 　 anderes ）を主 張 し た か らで あ る 。 そ れ は し か し まだ

神 学 的成 熟 に 達 し て い な い 日本 の 教会 が
， 当 時 の 切 迫 し つ つ あ っ た 危機 に 直面

す る の に 好都合 な 神学 と し て 歓 迎 され た の で あ っ た 。

　 当時 日本 の 教 会 は ， 共 産主義 ，
マ ル ク ス 主 義，

フ ァ シ ズ ム
， ナ チ ズ ム お よび

わ が 国 の 軍 国主 義 と超 国家 主 義 な ど の 脅威 に さ ら され て い た が ， そ れ ら に 対抗

す る だ け の 神学 を も っ て い な か っ た
。 近 代 の 楽観的進 歩主 義 と結び っ い た 自由

主義 神 学 で は そ れ ら に 引 きず られ る だ け で あ っ た か らで あ る
。

　 と こ ろ が バ ル ト神学 は そ れ らの 思 想 ， 世界観 ， 哲学 をふ くむ 人 間文化全 体 に

対 して 徹底 的 な 神 か らの 否 を つ きつ け る反 文 化 的な 神 学 で あ っ た 。 佐藤敏夫

は ，
バ ル ト神 学 が 日本 で 魅力 を も っ た理 由，

つ ま りバ ル トが 目本 で 圧倒的影響

力 を も っ た秘密 は 「バ ル ト神 学 の 徹底 性 （Radikalitat）」 に あ っ た と言 っ て い る

が
11）

， と くに そ の 否 定的 な徹底性 に あ っ た とい っ て よ い で あ ろ う。 もち ろ ん そ

の 否 定 的 な 徹底 性 は ま さ に 弁証 法 的 に （そ れ 故 に 弁証 法神 学 と呼 ば れ た の で あ

る が）， 肯定的 な徹底性 ，
つ ま り神 の 恵 み の 徹底 的肯定 と表裏

一
体で あ る

。 そ

れ 故 に ， 日本 の 教 会 は バ ル ト神学 に傾倒 した の で あ っ た 。

VIII

　と こ ろ が
，

こ こ で ま こ とに 奇妙 な こ とが お こ っ た 。 周知 の よ うに バ ル ト 自身

は ヒ トラ
ー

の ナ チ ズ ム に抵抗 し， 教会闘争 を指導 した が ， 目本の い わ ゆ る バ ル

テ ィ ア ン （つ ま りバ ル トの 著作 を邦訳 した り， あ る い はそ の 神学 を紹 介 し た り
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研 究 し た 人 々
， お よ び そ の 神学 に も とつ い て 説 教 し た 人 々 ） の だ れ も ， 日本 の

軍 国 主 義 や 戦 争 に 真 向 か ら反 対 し て ， 抵抗 した り闘 争 し て は い な い か ら で あ

る
。

　 こ れ は 当時 ， 目本 が ドイ ツ と反共 同盟 の 親 しい 関係 に あ っ た の で ， ドイ ツ 批

判 は や りに くい とい う事情 もあ っ て
， 故意 に バ ル トの 反 ナ チ 闘争 は 紹介 され な

か っ た か らか も しれ な い
。 さ ら に 前述 の よ うに ドイ ツ 的 な 帝国大学 で 学ぶ 知識

階級 に 親独 反 米 の 風 潮 が 強 か っ た た め に
， 本 気 で ナ チ ス に 賛成 し ， 日本 の 軍 国

主 義 を 支持 し た の か も しれ な い
。

　 い ず れ に せ よ ， 日本 の 教 会 が 神 学 的 に は バ ル ト神 学 の 圧 倒 的 な 影響 力 下 に あ

りな が ら ， 教 会 と し て は 軍 国 主 義 と戦争 に 協 力 屈服 し た の は
，

ま さ に 日本 の 教

会 の 頭 は ドイ ッ 型 で
， 体 は ア メ リ カ 型 と い う， 自己 分裂 的 な教 会 で あ っ た か ら

で あ る
。

　 た とえ頭 で バ ル トの 反 ナ チ ス 闘争 の こ とを 知 っ て い て も ， ま た そ の 根底 に あ

る 神 学 を 知 っ て い て も ， そ れ は 頭 の 中 だ け の こ と で ， 体 の 手 や 足 と は 無 関 係 な

の で あ る 。 逆 に い う と体 で は 軍 国主義 や超国家主義 の 弾圧 を身 に 感 じ て い な が

ら ， そ の 苦痛 は 頭 に ま で つ ま り神学 と は 結 び つ か な い の で あ る 。 頭 と体 が 別 々

の 構 造 を も っ て い る か ら に ほ か な らな い
。

　 も っ と一 般 的 に い う と ， 当時 日本 に 滞 在 し て い た カ ー ル ・ レ
ー

ヴ ィ ッ トが学

友 や教授 を批評 し た よ うに
， H 本 の 教会 も 「二 階建 の 家 」 に住 ん で い て

，

一
階

と二 階 は 全 然別 の 考 え 方 や 感 じ 方 を して い た の で あ る
12）

。
つ ま り

一 階 と二 階 と

を つ な ぐ梯 子 が あ る の か と疑 わ れ る ほ ど
， 頭 と体 は 離 れ て い る の で あ る

。 そ れ

で な け れ ば ， な ぜ 目本 の バ ル テ ィ ア ン が 軍国 主 義 に 抵 抗 し な か っ た か は 説 明 で

き な い で あ ろ う
13）

。

IX

　 し か し さ らに 言 うな ら ば， そ れ は 日本 の 教会 が い わ ば 「頭 で っ か ち 」 の 教会

で あ っ た か らで あ る 。 お そ ら く， そ の 最大 の 理 由は 明治 初期以来プ ロ テ ス タ ン

トに 入 信 し た も の の 多 くが 武士 階級 ，
つ ま り知識階級 の 青年 た ち で あ っ た か ら
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で あ ろ う。
し か も彼 らは み な ナ シ ョ ナ リス トで も あ っ た

。
ア メ リ カ の 宣教師た

ち の 言 い な りに な らな か っ た ゆ え ん で あ る
。 そ し て ， お そ ら くこ の こ とが同 じ

独 立 国 で あ りな が ら ， タ イ と 日本 の そ れ ぞ れ の 教 会 の 違 い を うん だ の で あ ろ

う
14）

。

　 た し か に ア ジ ァ で プ ロ テ ス タ ン トが ま ず 知識階級 に ひ ろ が っ た こ とは ， 日本

だ け に み られ る ユ ニ ー ク な 現象で あ る
。 そ れ 故 に 神学 に お い て い ち早 く進歩 し

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヤ ン ガ　チ ヤ 　チ ス

た の で あ ろ う。 カ
ー

ル ・ マ イ ケ ル ソ ン が 日本 の 教 会 は 「若 い 教会 の な か で 意義

あ る 神学 を 発 展 さ せ て き た 最 初 の 教 会 で あ る 」 とす で に 30年前 に 評価 し た の は

決 し て 過 大評価 で は な い
15）

。 した が っ て 日本 の 教会 は 知識階級 に ひ ろ ま っ た た

め に
， そ の 教会員 数 は 少 数 で あ る に か か わ ら ず ， 文 化 的 ， 社 会 的 に は そ の 数 か

ら は 想 像 で きな い ほ ど大 き い 影響力 を も っ て い る の で あ る 。 国 民人 口 の 1 パ ー

セ ン トに み た な い キ リス ト者 で あ りな が ら
， 全 国 の 大学 ， 短 大 の 約 10 パ ー セ ン

トは 教 会 関係 の 学校 で し め られ て い る
。

　 し か しそ の 強 さ が ， 同時 に 日本 の 教会 の 弱 み に な っ て い る
。 そ の 実例が前述

の 戦争中の 戦争 に 反対 し な い 教会 で あ る
。 教会 が実際 に 困 っ た 問 題 ， 天 皇崇

拝 ， 神社参拝 な どの 軍国主義 と衝突 せ ざ る を得 な か っ た 問題 を ， 知的 に 巧 妙 に

回避 し て い る
16）

。
バ ル ト神学 の 超 越 的 な反 文化 主 義 を盾 に そ れ ら の 問題 と 正 面

か ら取組 む こ とを し な か っ た 。 と くに 国 家 神道 とい うタ ブ ー に ふ れ ま い と し

て ，
バ ル ト神 学 を 「 か っ こ うの 隠 れ み の 」 と し て 用 い た の で あ っ た

17）
。

　朝鮮 で 神社 参拝 を拒否 し て 殉教 し た保守的 な キ リス ト者 ， さ らに わ が 国で も

弾圧 さ れ た ホ ー リ ネ ス 系 の キ リ ス ト者 の い ず れ もが ， い わ ゆ る 知識階級 の 神学

的 な 人 々 で は な か っ た こ と は 意味深 長 で あ る 。

x

　目本 の 教会 が主 と して 知識階級 に属 す る教会 で あ る こ と の も う
一

つ の 弱 み

は ，
キ リ ス ト者人 口 が ほ と ん ど 増加 し な い こ とで あ る 。 宣教 開始以 来 130年 に

な る とい うの に ， こ の 国 の キ リス ト者人 口 は依然 と し て 1 パ ー
セ ン トに と どま

っ て い る 。 と こ ろ が隣 りの 韓国 で は 30パ ー セ ン トが キ リス ト者 で あ る 。
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　こ の 両 国 の 違 い の 大 き な理 由は ， あ とで の べ る よ うに そ れ ぞ れ の 国 に お け る

キ リ ス ト教 と ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 関係 の 違 い で あ る と思 わ れ る が
，

こ こ で は 知識

階級 の 問題 を と り あ げ る
。 知 識階級 に 受容 され る キ リス ト教 と は

， 知識お よ び

思 想 と して の キ リス ト教 に 傾 きが ち で あ る 。 長 ら く 日本 の 教 会 が 「青年 の 教

会 」 あ る い は 「学問 の 教会」 と呼 ばれ た ゆ え ん で あ る 。 彼 ら は新 し い 西洋 の 知

識 と思想 の
一

つ と し て キ リ ス ト教 を受 けい れ た の で あ っ た
。 そ の 意味 で は 青年

時代 に 思想 と し て の マ ル ク ス 主 義 に 関心 を も ち ，
マ ル キ ス トに な る の と大 差 は

な い
。 し た が っ て 大学 を卒業 し て 就職 し た り家 庭 を も つ よ うに な る と， 思 想 の

世界 か ら現実 の 世界 へ と も ど っ て し ま う。
つ ま り

「卒業信者」 とな っ て し ま う

の で あ る 。

　こ れ が
， 毎年数万 人 の 受洗者が あ りな が ら ， 信 者数 は 依然 と し て 人 口 の 1 パ

ー セ ン ト を こ え な い 理 由で あ る 。 彼 ら に と っ て 信仰 とは ， 思想 の よ うに 流行す

る もの な の で あ っ て
， 時代 の 風潮 が 変れ ば ， 捨 て 去 っ て もか ま わ な い もの で し

か な い
18）

。 し か も こ こ で も 「頭 で っ か ち」 の 弱 み が もろ に で て くる 。
マ ル ク ス

主 義者 が転 向 し た 場合 ， か な り強 烈 な 罪 責意識 を と もな っ て い る の に た い し

て ， キ リス ト者 が 棄教 した 場合 ， ほ とん ど罪責意識 を と もな っ て い な い か らで

あ る 。 こ れ は 入 党 し て 手 足 を動 か す実 践 に 従事 す る ほ ど に は ， 入 信 し て も実践

の 経験 を へ ず に観念 の 遊 び で お わ っ て い る か らで は な か ろ うか 。

Xl

信仰 が思 想 な い し は 観念 の レ ベ ル に と どま っ て い る こ との 結果 ， 日本 の 教会

で は 家庭 に お け る 信仰 の 継承 が うま く行 わ れ て い な い 。 親 か ら子 へ
， 子 か ら孫

へ と信仰 が 継 承 され て い れ ば ， そ れ だ け で もキ リ ス ト者 人 口 は 必 ず 2 倍 ，
3 倍

と増加 し た筈で あ る 。 しか し そ うな っ て い な い ど こ ろ か
，

1 パ ー セ ン トに と ど

ま っ て い る の は
，

「卒業信者」 の 中に もか な りの キ リ ス ト者家庭 の 子女 が い る

か ら で あ ろ う。

　で は な ぜ 信仰 が継 承 され な い の で あ ろ うか
。

こ れ も信仰 が 知的か つ 神学的 な

思想 の レ ベ ル に と ど ま っ て い て ， 家 庭生 活 に お け る 実践 ， と くに 愛 の 実践 に ま
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で そ れ こ そ 受 肉 し て い な い か らで あ る ま い か
。

　い い か え る とわ が 国の 教会 は ， ク リ ス チ ャ ン ・ ホ ー ム の 形成 と継承 に お い て

み るべ き成果 をあ げて い な い
。 家族 の うち 1 人 だ けが キ リ ス ト者 で あ り， 教会

に 行 っ て い る とい う人 が 少 な くな い
。 し か も父 親 だ け しか 教会生活 を し て い な

い
， あ る い は 母親 だ け とい う場合 ， そ の 信仰は 家庭 と家族 に お よ ぼな い 全 く個

人 的 な 思想 に と どま っ て い る か らで あ る
19）

。

　た し か に 家庭 伝道 と い うこ と は も っ と も困難 な 伝道 で あ る 。 伝道 し よ うとす

る 人 の 信仰 の 真価 が そ こ で は 日常生活 に お い て た め され る 。 そ こ で は 単 な る 言

葉 ， 単な る 思 想 と し て の 信仰 は か え っ て 躓 き とな る か ら で あ る 。 と くに 家庭 で

は 「愛 に よ っ て 働 く信仰 だ け が尊 い 」 （ガ ラ テ ヤ 5 ； 6） か ら で あ る 。

　家庭伝道 の 不振 と関係 し て い る と思わ れ る こ とに
， 目本 の 教 会 の 礼拝 へ の 子

供 た ち の 不 参加 が あ る
。 礼拝 は ア メ リ カ型 で あ る 筈 なの に こ の 点 は ドイ ツ 型 で

あ る
。

ア メ リカ で は 親た ち と共 に 子 供 た ち も礼拝 に 出席 し て い る教 会 が 多 い

が ， 日本 で は む し ろ 少な い
。 親子 と もに教会 の 礼拝に 出席す る こ と な く し て ，

家庭伝道 と い っ て もそ れ は極 め て 困難で あ ろ う。

XII

　礼拝 は 何 とい っ て も教 会 の 中心 で あ り， そ こ に 教 会 の 性 格 が よ く示 され る も

の で あ る 。 韓国 と台 湾 と 日本 の そ れ ぞ れ の 教会 に つ い て ， 次の よ うに よ く言 わ

れ る
。

「韓 国 の 教会 は祈 る 教会 ， 台湾 の 教会 は 歌 う教 会 で あ る が ，　日本 の 教会

は 議論 す る 教会 で あ る 」。
こ の こ とは そ れ ぞ れ の 教会 の 礼 拝 に お い て た だ ち に

感 得 され る こ と で あ る 。
い ずれ もプ ロ テ ス タ ン トで あれ ば

， 説教 が 重視 され る

の は 共通 で あ る
。

し か し 日本 の 教会 の 説教 は そ の 中で も っ と も神学的 な い し聖

・書学的な 内容 の もの で あ る
。 や は り知識階級向 け の 知 的 な議 論 をふ くむ 説教 で

あ っ て
，

心 に ふ れ る よ りは頭 に 訴 え る もの が 多 い
。

　 し た が っ て 礼 拝全 体 と し て 神 を讃美す る とい うよ りは ， 神 の 言 を 聞 く， 学

ぶ ， 理 解 す る とい う姿勢 が 強い
。 喜 び に あふ れ る

，
とい うよ りは 静 か に 聞 く，

と い う礼拝で あ る 。 そ の 点 で は ， も っ と も土着的な キ リス ト教 とい わ れ る 無教
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会 の 聖書研究 を 中心 とす る集会 に 近 い
。 と も に 聖 書 を読 み ， 学 び ， 理 解 す る と

い う知 的 な側 面 が重視 され ， 神 の 恵 み を感謝 し喜び に み た され る とい う情的な

側 面 は 軽視 さ れ が ち で あ る
。

　 そ れ ゆ え に 喜 ん で 礼拝 に 出席 す る とい うよ りは ， 義務 で 学校 に 行 く よ うに教

会 に 行 っ て い るふ し が あ る
。

こ の 点 で は あ とで もの べ る い わ ゆ る 福音派 の 教会

と は 対 照 的 で あ る 。 1988 年 度 の 統 計 で あ る が ， 福 音 派 諸 教 会 の 場合 ， 17万 入 の

教会員数の うち 14万 入 が毎 日曜 日の 礼拝に 出 席 し て い る の に た い して ， 日本基

督教団 の 揚合 は ， 20 万 人 の うち の 僅 か 6 万 人 し か 出席 し て い な い
2°）

。 海 外 の 主

要都市に あ る 日本人 教会 （Japanese　Christian　Fellowship） は ， は じ め に 日基

教 団 と福音 派 の 信 者 の 合 同 で 創 立 さ れ る が ， や が て 福音派 が主 導権 を も つ よ う

に な っ た
。 教団の 信者 た ち の 礼拝 出席 率 が わ る い か らで あ る

21）
。 こ れ も礼 拝 が

「頭 で っ か ち 」 だ か らで あ ろ う。 家 族揃 っ て 喜 び い さ ん で 出 席す る 礼拝 で は な

い か らで あ る
。

XIII

　 こ の よ うな礼 拝 を して い る教会 か ら， 伝道 心 に もえ た 信者が続 々 と出 て くる

で あ ろ うか
。 歴 史 的 に い っ て も近 代 の 外 国 伝道 を始 め た の は ヨ ー ロ ッ パ の 教会

で は な く， 敬虔主義的 な 人 々 に よ る ボ ラ ン テ ィ ア
ー
的 な伝道協会 と ア メ リカ 型

の 教 派教 会 で あ っ た 。 教 会 と伝道 （Church　 and 　 Mission） が一
つ で あ る とい

う考 え 方 は ， ドイ ツ 型 の 教会 に は な じ み の な い
， ア メ リ カ 型 の 教会 の も の で あ

る
。

　そ れ ゆ え に 日本 の 教 会 は ， 明治 初期 に は 目 ざ ま し い 伝道 を展 開 し た 教 会 で あ

っ た 。 明治 5 年 に 僅 か 5 人 の 信者が
，
22年 に は25 ， 000人 に ま で ふ え て い る

。 教

会 数 も一
つ か ら 274 に な っ て い る 。 し か し そ の あ と ， こ の よ うな 目ざ ま し い 発

展 は み られ な い
。 そ の あ と は前述 の よ うに 国民入 口 の 1 パ ー セ ン ト以 下 に長 ら

く と ど ま っ て い る の で あ る 。

　 ど う し て 日本 の 教会 は
， 伝道 の さ か ん な 教 会 と な ら な い の で あ ろ うか 。 も ち

ろ ん い ろ い ろ な理 由が あ る で あ ろ うが
， そ の

一
つ は 教会の 頭 が ドイ ツ 型 の 神学
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で
一

杯 に な っ た か らで あ る と思 わ れ る 。 ドイ ツ 型 の 神学 と は ，
い っ て み れ ば わ

が 国の 国立 大学 の 仏教学 や イ ン ド哲学 の よ うな もの で あ る 。 た し か に そ こ で は

非常 に厳密な学問研究 が な され て い る
。

し か し そ の 学問は ， 全 国 に あ る 仏教寺

院 の 布 教 を 助長 し促 進 して い る で あ ろ うか
。

　同 様 の こ と が 日本 の 教会 と神 学 の 関係 に み ら れ る の で あ る
。 残念 な が ら神 学

をす れ ば す る ほ ど
， 神学 へ の 情熱 は 高 ま っ て も， 伝道 へ の 情熱 は 高 ま らな い ど

こ ろ か 低下 さ え し て い る の で は な い か
。 神学的 に 高度 な教 育 を受 け て い る 日基

教団 の 牧師た ち の 中か ら海外伝道者 とな る もの は数え る ほ ど しか い な い の に
，

神学的 で な い とい わ れ て い る 福音派 か ら は 百 人 以 上 の 海 外伝 道 者 が で て い る と

い う，
こ の 対照的な 事実 は 何 を もの が た っ て い る の か

22）
。

XIV

　 そ れ で は こ の よ うな 日本 の 教会 の 改革 の 可 能性 は あ る の だ ろ うか 。 そ の
一

つ

の 試 み と して 提唱 され た の が ， ア メ リカ 留 学 か ら帰 国 し て 間 も な い 大木 英 夫 の

「ゲル マ ン 虜 囚 か らの 解放」 で あ る 。 彼 の ア メ リ カ で の 恩師 ラ イ ン ホ ー ル ド ・

ニ
ー バ ー の 神学 を学 ぶ こ と に つ い て 語 りつ つ 次 の よ うな 解 放 宣 言 を し た の で あ

っ た 。

「日本 の 神学 を無益 な 『ゲル マ ン 虜囚』 か ら解放 し ， 神学が 自主 的 に な り， 日

本 の 歴 史 的現 実 と強 力 に取 り組 む 可 能 性 を あ た え る で あ ろ う。 と くに こ れ は 日
■　 　 　■　 　 　　　 　　 　　 　　 　

本 に お け る バ ル ト主 義の 行 きづ ま りの 打開 とな り ， 神 学 を し て ほ ん と うに 教会

の 現実 に 即 す る リ ア リ ズ ム に 立 ち返 らせ る で あ ろ う」。

23）

　 こ の 提 唱 に 賛成 した 若 い 神学者 の 中に は 八 木誠
一

の よ うな ドイ ツ に 留学 し た

もの もい た
。

し か し そ れ か ら30年後 の 今 ， は た し て 日本 の 神学 は 厂ゲル マ ン 虜

囚」 か ら解放 され た で あ ろ うか
。 大木 自身 の 『

目本 の 神学』 （1989） や八 木 自

身 の 『仏教 とキ リ ス ト教 の 接点』（1975）， あ る い は 拙著 『宗教 の 神学』（1985 ），

さ らに 若 い 世代 の 栗林輝夫 の 『荊冠 の 神学』 （1991） な ど は ， そ の 解放 を示 す

神学 で あ ろ うか 。

　 さ らに 鈴木正 久総会 議長 の も と 「明 日の 教 団」 を 目 ざ し て 発 足 し た 日基 教団
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の 改革路線 は は た し て 教団 と 日本 の 教会全体 の 改革 を も た ら し た で あろ うか 。

た だ ち に 1967年 に は 「第 2 次大戦 に お け る 日本基 督教 団 の 責任 に つ v ・ て の 告

白」 を発 表 し て 改革 を試 み た もの の
， 万 国 博 キ リ ス ト教会 館 を め ぐ り ， さ ら に

東京神 学大学機 動 隊 導入 を め ぐ っ て ， 教団 は分裂 と混 迷 を深 め ， 今 日に い た る

ま で 正 常の 教団総会 を 開催 で きな い ま ま で あ る 。

　 し た が っ て 依然 と し て 日本 の 教会 は ， 頭 に ドイ ッ 的 な 神学 を つ め込 み つ つ
，

ア メ リカ 的 な 体 格 を も ちな が ら ， 伝道 の た め に 手 と足 が 自由に 動か な い 教会 の

ま ま で あ る 。

XV

　こ の よ うな 日本 の 教 会 の 将 来 は
一 体 ど うな る の で あ ろ うか

。 今 の ま ま で は 衰

退 の
一

途 を た ど る に 違 い な い
。 そ れ は 日本 の 教 会 に 歴 史 的 に も神学的 に も親 し

い 関係 に あ る ア メ リ カ の い わ ゆ る 主 流派 の 諸教会 を み れ ば 明 らか で あ る 。 そ の

中 で も 目本の 教会 に 似 て い る の は も と会衆派 で あ っ た 合同教会 （United　Chur−

．ch ） と合 同長 老 教 会 （United　Presbyterian）で あ る が
， と も に 知識階級 の 教会

で あ っ て
，

ア メ リ カ で は も っ と も神学的 ， 知的 な水準の 高 い 教会 で あ る
。

し か

し な が ら こ の 二 つ の 教会の 教勢 は 近年 ， とみ に 減少 し て い る 。 そ れ とは 対 照 的

に 近年 ，
とみ に教勢 が ふ え

， 主流派 に と っ て 代 る ほ どに 成長 して い る の は ，
い

わ ゆ る福音派（Evangelicals）の 諸教 会 で あ る
24 ）

。 そ れ ゆ え に 最 近 で は
“ Mainline

Churches ”

は
“ Oldline”

と呼 ばれ ， 福音派 を
“ Newline ”

と呼 ぶ よ うに さ え な

っ て き て い る
25）

。

　同 様の こ とが わ が 国 に お い て もお こ る か も知 れ な い
。 そ の 際 に 考 え ら れ る シ

ナ リオ は 次の 二 つ で あ ろ う。 第
一 は ， ア メ リ カ の よ うに教派 間 の 分業 の 方向で

あ る 。
つ ま り神学的 ・知 的 な 知識層 を専 ら相手 とす る

， 少 数派 の 教 会 に と ど ま

る
。

つ ま り現状 の ま ま で い く場合 で あ る 。 こ の 場合に は い わ ゆ る 大衆伝道 は 福

音派 に ま か せ る とい うこ とに な る
。 日基 教団を は じ め と す る 主流 教 会 に 改革 が

お こ らな い 限 り ，
こ の シ ナ リオ が も っ と も現実的 か も 知 れ な い

。
し か し第二

且 ， 主流教会 が改革 を決 意 して ， 福 音派 か ら学 ぶ べ き も の を学 び ， 頭 だ け の 知
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識階級 の み の 教会か ら， 頭 と体両方 の ，
つ ま り知識階級 の み な らず， 農民 や 労

働者 をふ くむ 大 衆 の 教会 に 変革す る 方向で あ る
。

ア メ リカ の メ ソ ジ ス ト教会 に

近 い 教会 と な る で あろ う。
あ る い は 福音派 が こ れ か らそ れ に な りつ つ あ る教会

で あ る 。 も っ と も こ れ らの 教会 は も と も と大衆的 な教会 で あ っ て
， 漸 次 ， 知 識

階級 をふ くむ よ うに な っ て い っ た 教会 で あ る 。
した が っ て わ が 国 の 教 団 な ど は

逆 の 方向 ，
つ ま り知識階級 の 教会 か ら大衆 の 教会 へ と変革 され ね ば な らな い わ

けで あ る 。 そ れ ゆ え に そ の 方向は不 可能 と思 わ れ る か も知れ ない
。 しか し考 え

て み れ ば ジ ョ ン ・ウ エ ス レ ー は オ ッ ク ス フ ォ
・一 ド大 学で 教 え て い た 神学 者 で あ

っ た 。 そ の 彼 が 大衆 伝道 を は じ め て メ ソ ジ ス ト教会 の 創 始 者 と な っ た の で あ

る 。 ウ エ ス レ
ー が 回 心 し た よ うに ， わ が 国 の 神 学者 あ る い は 牧 師 た ち が 厂回

心 」 すれ ば
，

こ の 方 向 へ の 改革 は 不可 能で は な い で あ ろ う
26）

。

XVI

　以 上 の こ と を
一

言 で い え ば ， 日本 の 教会 が議 論す る ， あ る い は 考 え る教会 か

ら，

「伝道 す る教会 」 へ と改革され る こ とで ある 。 そ の と き 口本 の 教会 は 頭 と体

が 分裂 し て い る教 会 で は な く， 日本 の 伝 道の た め の 神学 ， 目本 の 伝道 の た め の

体制 を も っ た教会 とな る で あ ろ う 。 そ の 時 ， 国 民人 口 の 1 パ ー セ ン トの キ
・
リ ス

ト者 を ，
せ め て 10パ ー セ ン トに ま で ふ や す こ とが可 能 と な る で あ ろ う

27 ）
。 そ し

て そ の 時 ， 日本の キ リス ト教 とそ の 伝道 に と っ て 最大 の 問題 で あ る 「天 皇 を 中

心 とす る 神道 的 な もの 」
28）

を 変革 す る
， 影響力 を も っ た 教 会に な る で あ ろ う。

さ らに そ の 時 ， わ が 国 の ナ シ ョ ナ リズ ム も変質 す る 可能性 が で て く る で あ ろ

う。 前 に 言 及 し た よ うに ， 韓 国 と 日本 の キ リ ス ト教 の 大 きな 違 い は ， ナ シ ョ ナ

リズ ム との 関係 で あ る
。 韓 国 で は 日本 が侵 入 し て き た た め に

， ナ シ ョ ナ リズ ム

と キ リ ス ト教 が結 び つ い た の に 対 して ， 日本 で は キ リス ト教 は 侵入 し て くる か

も しれ な い 西 洋 諸 国 の 宗 教 で あ り， ナ シ ョ ナ リズ ム と敵対 関係 に あ る もの と み

られ た か らで あ っ た
。

そ して 事実 ， 日本 の 教会 に と っ て ナ シ ョ ナ リズ ム は 伝道

上 の 最 大 の 障壁で あ っ た 。
こ の ナ シ ョ ナ リ ズ ム を健全 な もの に変革す る た め に

も， 国民人 口 の せ め て 10パ ー
セ ン トを キ リス ト者 に ，

つ ま り唯
一

神 の もと天 皇
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と 日本 を相 対化 す る こ との で き る
， キ リス ト者に す る必 要 が あ る。

　 日本 の 教会 の 使命 は ， 日本 と 日本人 に 福音 を伝 道す る こ とで あ る 。 そ し て そ

の こ とは世 界 の た めで もあ る 。 と くに 最近 の よ うに
，

い わ ゆる経済大国 の 「エ

コ ノ ミ ッ ク ・ ア ニ マ ル J とな っ て ， 宗教 や倫 理 道徳 を無視 した 日本 人 が 全世界

を飛 び まわ っ て い るか らで あ る 。 こ れ らの 日本人 の
一 人 で も多 くを キ リス トに

信従 す る キ リス ト者 にす る こ と
，

こ の 伝道 こ そ 日本 の 教 会 の 使命 と 責 任 で あ

り， そ れ をす る こ とは 日本 の た め ア ジ ァ の た め 世界 の た め に な る こ と ， そ して

神の 御意志 に か な うこ とな の で あ る 。
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