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対 話 と し て の 伝 道

西　原 明

　日本 の 教会 に つ い て ， 牧師 と して い わ ゆ る教会 の 現場 で 考 えて い る こ と を述

べ よ ， と の 課題 を与 え られ た の で ， キ リス ト者 の 数 が人 口 の 1 ％ に と ど ま り続

け る 日本伝道 の 状況
1）
を 「伝道 に お け る 受容 と対 話 」 を軸 と し て ， 自分 の こ と

と し て 考 え直 して み た い
。

　 自分 の こ と と して とい うの は ， 考察 が私 の 狭 い 経験 と認 識 に よ ら ざ る を え な

い とい う事 もあ る が ， 日本 との 対話 をお ろ そ か に し た ま ま 目本 で 伝道 を して き

た わ た し の 自己反省 を契機 に し て い る か らで あ る 。

　日本 との 対 話 の 範囲は ， 政 治 ， 経済 ， 福祉 ， 教育 ， と い う よ うな社 会 の 仕 組

み の こ と ， 目本 人 の 神観 ， 自然観 ， 死 生観 の こ と
， な に よ り も宗教 生活 に 関 す

る こ と と多岐 に わ た っ て 広 い
。 哲 学 ， 歴 史 学 ， 人 類 学 ， 民 俗 学 ， 心 理 学 ， 社会

学 をは じめ
， 自然科学， 政治経済 を扱 う社会科学等 々 に わ た っ て 学際的 な 努力

が 必 要 に な る 。 独 りで 全 て を カ ヴ ァ
ー

す る こ と は 望 め な い が ， 伝道者 が そ れ ぞ

れ に 関心 を持 つ 領域 に お い て 実践 と学び をす す め て い る こ と もた し か で あ る 。

　教会 の 組織的 な努力 と し て は 早 く農村伝 道 ，
つ い で 労働者伝道 の 立 揚 か らの

日本 との 対 話 が あ り
2）

， 日本 に お け る 葬式 儀礼 等 の 研 究 も発表 され て い る 。 神

学者 が 日本 を視野 に お い て 発 言 す る の は 当然 と し て
，

キ リス ト者の 諸学者 ， 文

学者等 々 が キ リス ト教 と 日本 との 関わ りを テ ー
マ に 思想的対話 を こ こ ろ み て い

る 。

　勉強 の 材料 に こ とか か な い の だ が ， わ た し が 日本 との 対話 を し て こ な か っ た
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と 自省 す る の は ， 特 に 日本 の 民衆 宗 教 との 対話 の 欠如 で あ る 。 日本 の 諸 宗教 と

の 対話に し て も ， 禅宗 とか 浄土 宗 とか との 思 想的対 話 は あ っ て も ， お 地蔵 さん

と か 庚申 さ ん 等 の 民 衆 の 宗教 を直 接町 の 人 々 か ら学 ぶ とい う こ とは な い
。 仏 教

は 「家 の 宗 教 」 で あ る とい わ れ る が ， 実 際 に 家 の 宗 教 に か か わ る と き は ？　 と

尋 ね る と， 葬式 ， 法事 ， 墓 ， 等 で あ り ， 日本入 が 家の 宗教 か ら心 の 平 安 の よ う

な もの を得 て い る こ と は ご く少 な い
。 真 に 何 か を求 め る 人 は ， 家 の 宗教 と は 別

に 個人 と し て 新興宗教や 古 くか らの 民 問宗教 に 救 い を得 よ う とす る
3）

。 （こ の 意

味 で は ， キ リ ス ト教徒 が 家 の 宗教 か ら独 り離 れ て 救 わ れ る の と
， 同 じ で あ る ）。

　 そ こ で ， わ た し が ど う し て 日本 の 民衆宗 教 と の 対 話 を怠 っ た の か を ふ り返 る

と ， わ た し の 先入 観 に ぶ つ か る
。

わ た し は 少 年 時代 か ら， 日本 人 の 宗教 は キ リ

ス ト教 と は 全 く別 の あ ）「 か た の もの で あ り ， 正 し い の は こ ち らで 当然 む こ うは

間違 っ た もの だ と教 え ら れ て い た 。 尋 常 小学 校 の 教 室 に 神 棚 が あ り
一 斉 に 拝 ま

され て い た の だ か ら ， 牧師の 家 庭 と し て は こ の くら い は っ き り こ ど もに 教 え て

お か ね ば な ら な か っ た の だ 。 姉 が 小 学校 2 年 の と き 「今度 の 校長 先 生 は正 しい

神 さ ま を知 っ て い る の ？」 と母 親 に 尋 ね て 驚 か せ か つ 喜 ば せ た とい う 「 もの が

た り」 が い ま も我 が 家 に 語 りつ が れ る ， そ うい う時代 で あ っ た
4）

。

　神学校 を 出 て 最 初 の 任地 は 兵 庫県 高砂 で
， 結婚 式 で うた わ れ る 「タ ー カ ー サ

ー ゴ ー ヤ 」 の 町 だ が ， す で に 工 場 の 町 に 変 っ て い た 。 大晦 日の 除夜 の 鐘 が な り

始 め る と教 会 の 隣 の 国鉄 工 場 の 官舎 か ら ゾ ロ ゾ ロ た くさ ん の 人 々 が 町 の 方 に 歩

い て 行 くv あ とで 教 え られ た の だ が
， 高砂 神 社 へ の 初 詣 で で あ っ た 。 昔 か らの

こ の 町 の 人 で は な く， 当時 の 「総 評」 の 中核 「国 労 」 の 労 働者 とそ の 家族 で あ

る
。 高砂 を去 る ま で 10年 間 ， 毎 年 み つ め た こ の 光 景 が ， お そ ま き な が ら ， 日本

人 の 宗 教 生 活 に あ る な に も の か を私 の 心 に 感 じ さ せ る き っ か け とな っ た 。

　大阪 の 都心 で 伝道 す る よ うに な り30年 を こ え た
。

と きお り， 少 女時代 に 洗礼

を受 け た が 結婚 後教 会 を離 れ ，
つ れ あ い が な くな り 自由な 身 に な っ た の で 教会

生 活 を再 開 し た い と い う老 婦 人 に 出 会 う。 大都 会 で も戦 災 で 焼 か れ な か っ た 地

域 に は 入 り組 ん だ 露路 の あ ち こ ち に お 稲荷 さん や お 地蔵 さん の ほ こ ら が あ り

「隣組 」 と 「講 」 とが 一 体 で あ る よ うな 「地 域 共 同体」 が あ る 。 そ ん な 町 の 老
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婦 人 の 葬式 に 際 し て ， こ の 人 が 若い と きか ら人 惰 の 厚 い こ の 町 の な か で 人 々 と

苦楽 を分 か ち合 い つ つ も ， 少 女時代に与 え ら れ た 信仰 の 故 に な に か 人 々 と異 な

る 生 き方 を持 ち ， 孤 立 し た り理 解 され な か っ た りし た の だ ろ うとい う思い を ，

わ た し は 与 え られ た 。 教会生 活 に復帰 し た あ と で さ え
， キ リ ス ト者 と し て の 彼

女 は 孤 立無援 で あ っ た 。 こ の よ うな 古 い 日本 の し きた りの な か で の キ リス ト者

の 生 き 方 に わ た し の 配 慮 が 足 りな か っ た と思 う。 そ し て そ の 背後 に は ， 日本の

宗教的 し き た りへ の わ た し の 無関心 が あ っ た 。

　他宗教 と の 違 い を 明 らか に して 自分 の 信 仰 生 活 を大切 に す る こ と は 当 然 だ

が ， 他宗教 を理 解す る た め に は
， そ れ を信 じ て 生 き る 人 の 心 の あ りの ま ま を批

判抜 きに 受 け入 れ る こ とが入 り口 とな る
。 後述 す る よ うに

， こ の こ とをわ た し

は ， こ の 10数年わ た し が 参加 し て い る 厂自殺防止 セ ン タ ー
」
5）

で の
， 相 談 者の 感

情 をそ の ま ま に聴 き共感 し受容す る とい う， 困難な しか し実 り多い 体験 か ら学

ん だ 。

　 い ま ， わ た し の 自省 に た っ て
， 日本伝道 に お け る 受容 と対 話の 必 要 を思 うゆ

え ん で あ る
。

日本 との対話 と して の 日本 伝道

「 1 ％ の ク リ ス チ ャ ン を せ め て 10％ に 」 と 日本 の 教 会 の 奮起 を うな が す 古屋 安

雄教授 は ， 日本 とは 神学的 に み て
一 体何 な の か

， な ぜ 日本 は キ リス ト教 を受 け

い れ よ うと し な い の か と い う問 い を 『日本 の 神学』 で 扱 い
，

て い ね い な 歴 史的

検 証 に よ っ て 「日本 の キ リ ス ト教 に と っ て の 最大 の 問題 が 日本 そ れ 自体 ， 特 に

天 皇 を 頂点 とす る神道的 な も の に あ る 」 と見 る
。

そ し て
， 日本 が 世界 の 平和 の

た め に 仕 え る 国 とな る と い う使命 を は た す た め に
， 日本国憲法 の 象徴 天 皇制 の

今後 の 在 り方 が重 要 で あ り ， 従 っ て ま た ， 国民 の 意 志 と心 理 が い か な る 信 仰形

態 を え らぶ の か ， 即 ち， 単
一

神教 ・ 多神教 （こ の 二 つ は 神道 に 共 に 含 ま れ て い

る） か ， あ る い は徹底 的 唯
一

神教 （キ リス ト教 ） の どれ を え らぶ か ， とい う二

者択
一 に 日本 の 将来 が か か っ て い る （214頁）。 だ か ら我 々 は 目本 に キ リス ト教

を伝 道 し な け れ ば な らな い
。 そ こ で 古屋 は ， キ リ ス ト者 の 数 が人 口 の 少 な く と
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も10％ に な らな けれ ば 日本 の 将来 を左右す る 政治社会的勢力 た り え な い と い う

現実的判断 に 立 っ て ， なぜ 1 ％に と ど ま っ て い た か を 問 い
， 客観的 理 由 と し て

「日本 ， 日本 民 族 を絶対視 す る 日本至 上 主 義 」 を挙 げ ， ま た
， 教会側 の 主観的

理 由 と し て そ の 独 善性 ，
つ ま り， 旧武 士 階級ひ い て は 知識階級 と結 び 付い た教

会 の エ リー ト意識 ， そ こ か ら生 ま れ る 「量 よ り質 」 を尊重す る 気風 を指摘す る

（215 − 216 頁）。 わ た し は こ の 論証 ， 考察 に 学 び
， さ らに 続 く日本伝道の 急務 と

して の 民衆伝道 の 訴 え に 共感す る 。
「知識階級 と ち が っ て

， 民 衆は頭 だ けで は

な く ，
か れ らの 体 と魂 に もふ れ る 信仰 しか 受 け い れ な い 」。

「 日本 の キ リ ス ト教

が 民衆 に 受 けい れ られ る とき ， そ れ こ そ ， 目本の キ リ ス ト者 は 量 と と もに 質的

な 変 化 を もお こ す で あ ろ う と確信 す る 」 （219頁）。

　 こ こ で 大切な こ と は ，

「
こ れ らの 問い を追求 し て い る うち に 明か に な る で あ

ろ うと予 想 され る の は ， 逆 に 日本 か ら神学 に 提 起 さ れ る 問題 で あ る 」 （36頁）と

の 古屋 の 見 通 し で あ る
。 日本 の 教会 は 日本 に 福音 を土着 させ よ うと い う熱意 に

燃 え
， ま た ， 目本 が 福音 を受 容 し生 ま れ 変 わ る よ うに と祈 る が ， 当 の 相手 の 日

本 の 声 を聴 くこ とに 鈍 く， 日本 の 心 の 深 層 を受容 し よ うとす る 態度 に欠 け て い

た
。 古屋 は 『宗 教 の 神学』

6）
で こ の 日本 の 教会の 課題 を扱 い

， 日本 と諸宗教 の

折衝 に 論 及 し て い る
。

　 こ の 日本 との 折衝 の 在 り方 の 点 で 『日本 の 神学』 の 共 同研 究者で あ り共 著者

で あ る 大木 英夫教授 の 立論 は 古屋 教授 の そ れ とは か な り異 な る 方 向 を示 す 。 大

木 は
，

厂日本 を ト
ー

タ ル か つ ラ デ ィ カ ル に対 象化 す る 」 （226 頁）こ とか らは じ め

る
。 す る と 「和 魂 漢 才」

「和 魂 洋才 」 に 見 られ る 「や ま と こ こ ろ 」 と 「か ら こ

こ ろ」 ，

「内 な る もの 」 と 「外来の もの 」 とが 両極化 し た ま ま併存す る 日本 の 主

観 的 閉鎖性 が 問題 と し て 現 れ る 。 （こ の 点は 古屋 が 「神道的な もの 」 に 日本 の

問題 を見 る の と同 じ立場 で あ る）。 そ こ で キ リス ト教 の 課 題 は 「日本人 に お け

る 内的 ポ ラ リテ ー トの テ
ー ゼ 対 ア ン テ ィ テ

ー ゼ を止 揚 し て ， よ り高次 な ジ ュ ン

テ
ー ゼ へ と引 き上 げ る こ と」 （254頁） で あ り， そ の こ と に よ り 「古い 日本 か ら

新 し い 日本 へ と転換 せ しむ る こ と」 で あ る と され る 。

「『 日本 の 神学』 序説」 の こ の 論 点 は ， 同書 の 「 日本 の 精 神的宿題 と し て の 聖
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書 」 （1984年12月雑誌 「理 想」 所載） で は ， 聖書 が 目本人 の 精神 の テ ー ゼ を よ

り高次 な ジ ュ ン テ ー ゼ へ 引 き上 げ る こ とを可 能 に す る 要素 を も つ ア ン テ ィ テ
ー

ゼ で あ る と し ， 日本 の 精神 は 聖 書 の 神 ， 聖書 の ザ ッ へ へ と深 く危険 を 冒 し て 取

り組 ま ね ば な らな い と表 明 さ れ て い る （295頁 ）。

　 さ て ， 大木教授 の 言 わ ん とす る と こ ろ は ， 日本を トー
タ ル に 対象化 し て 日本

の 閉鎖 性 を 内 か ら外 に 突破 させ る ア ン テ ィ テ ー ゼ の 役割 を 目本 の 神 学 は 担 わ ね

ばな らぬ とい うこ とで あ り ， こ れ を ， 日本 を単 に 宣 教 対 象 とせ ず歴 史的 キ リ ス

ト教 の 体質形成 に 参与す る もの と うけ と め る 北森嘉蔵博士 の 「
日本 の 神学」

7）

の 対極 に 置 く （226−229：頁 ）。
「 目本 を 主 体 と して 神学に作用 さ せ る 」 北森 に 対

し て ， 大木 は 「『
日本 』 を主 体 の 側 か ら 対 象の 側 へ と 転置 せ し む る こ とな しに

わ れ わ れ の い う 『 日本 の 神 学 』 は 成 り立 た な い 」 と い う（229頁 ）。

「日本 の 対象

化 」 が ま さ し く日本 を開 く鍵 なの だ が ， ま ず は ， 対極 を理 解 す る た め に 北森 の

「土着化 論」
8）を整理 し て 学 び た い

。

　北森 博士 は そ の 構 築 す る 「
日本 の キ リス ト教」 や 「 日本 の 神学」 を積 極 的 に

考 え よ う とす る 立 場 を い ち お う土着主 義 と呼 び ， そ れ に対 し て 批判的 も し くは

否 定 的 な立 揚 を非土着主 義 と呼ぶ と説明す る 。 そ し て 厂入 間 か ら断 絶 ・超越 し

た も うべ き 聖 な る 神 が
， 人 間 と連帯 化 し て 人 間 の 世 界 に 内在化 し た も うた 」 と

い う 厂人 間 に 対 す る 神 の 連帯化 と し て の 福音」 が 土着化 論 に 解決 を与 え る と い

う立 場 か ら ， 非 土着 主義 か らの 三 つ の 問題 提 起 を検討 し つ つ 論 を進 め る
。

　  　〈土着化論の 中 に は
， 福音 と国 民性 と を 「結合」 させ よ う とす る　「 自然

神 学的」 な 意 図が あ る の で は ない か 。

「上 か ら」 の 立 場 で は な く ，

「下 か ら」 の

発 想 が あ る の で は な い か 〉。 こ れ に 対 し て 博士 は 厂上 か ら下 へ
」 の 立 場 を 挙 げ

て
，

こ の 「下 へ 」 の 精神 が福音 の 福音 た る ゆ え ん で あ り， こ の 「下 へ
」 の 契機

か ら 「対話」 の 精神 が うま れ ，

「 こ の 対 話 の 相 手 は あ くま で 具体 的 な 人 間 で あ

る か ら ， 特定 の 時間 と空間 とを占め る人間 と の 対話は ， 必 然的 に 土着化 へ と展

開 す る の で あ る 。 福音 の 土 着化 は ， 対話 の 具体化 で あ る」 とす る。

　  　〈土 着化論 は福音 を混 合宗教化 し
，

ヨ ー ロ ッ パ に 見 られ る よ うに 習俗 化
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す る危険 は な い か 〉。 博士 は 「連 帯性 の 二 つ の 契 機 で あ る超 越 と 内在 」 を取 り

あ げる
。

「対 話 は ま ず相手 へ の 内在を意味す る が
，

し か し相手 に 問題 点 が看取

さ れ る 場 合 に は ， そ れ に 対 し て 問 い を 発 す る の で あ る
。

こ の 問 い は ， 超 越 の 契

機 か ら出 る批 判精神 で あ る 。 こ れ に よ っ て
， 土着化 は 混合化 か ら区別 され る の

で あ る 」 と
。

　  　〈土着化論は 神学 と教会 と の 普遍性 す な わ ち世界教会性 を阻害 し ， 教会

の 「代 々 の 伝統 」 を阻害す る の で は な い か 〉。 博士 は 使徒行伝 17 ：26 −27 の 「神

は ， ひ と りの 人 か ら あ ら ゆ る 民族 を造 り出 し て 地 の 全 面 に 住 ま わ せ そ れ ぞ れ に

時代 を 区分 し， 国土 の 境界 を定 め て 下 さ っ た 」 こ と ， ま た ， ギ リ シ ャ 的 な 特 殊

の 思 惟 を 媒 介 と し て 「代 々 の 伝統 」 な る 正 統 教 義 が成 立 した こ と を 指 摘 し
，

f各国 の 教会 に と っ て 究極 の 関心事 は ， 自己 の 特殊な福音体得が ど の 程度まで

普 遍 的 妥 当性 を要求 す る もの と成 り得 る か と い う こ と で あ る」 と論 じ る
。

　大木 教授 が 「 日本 の トー タ ル な 対象 化」 を い う と き ， ひ とつ に は 中 曾根 氏 の

「国際 目本文化研究 セ ン タ ー
」 を批判す る 意図が あ っ た よ うに み え る （230 頁 以

下）。 だ が ， こ の 北森博 士 の 土着化 論 の 対極 に 大 木 が 自 らの 「 日本対 象化 」 を

置 くこ と で
， 対話 と し て の 日本伝道 を考察 す る わ た し は 首 を か し げ る こ と に な

る 。

「N 本 を対 象 と し た 場合 ， そ の 神 学 的 実 存 は H 本 の 内 か ら突 破 し て 『外 』 に 立

っ 」 （255頁 ） と も言 う。 神 学的実存の 「場 」 と し て の 教 会 が 再 び 外 か ら 内 に 入

る こ と な く ， 生 き た 対話 の 関係 を も た な い ま ま で ， 大江 健三 郎 が 言 う 「異 化」
9）

に よ る 日本 の 「活性 化」 が あ り うる の か ， 対 象 化 され た 日本人 と対 象化 す る 日

本 の 神学 と の 問に 生 き た 関係 が ど の よ うに 保証 され る の か が
， 気 に な る と こ ろ

で あ る 。

　大木 は 厂 日本 に お け る 神学 と神 学教育 の 問題 」 （『
日本 の 神 学』 298 頁 ）で 戦争

へ の 過 程 に お け る 「 日本的 神学」 の 失敗 に ふ れ て
，

「私 た ち の 失敗 は
， 神学 が

あ の 両極 性 に み ず か ら巻 き込 まれ ， そ の た め 神 学 こ そ 果 た す べ き ， ま た 神 学 に

こ そ 期待 され て い る
， そ の 問題 の 解決 が不 能 と な り，

か え っ て そ の 問題状況 の
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表現 に な っ て し ま っ た とい うこ とで あ りま す 」 と言 い （同書 309頁）， 神 学 が

日本 の 持 つ 両極性 に 巻 き こ ま れ て は な らな い と強調 す る
10）

。 大木 の 念頭 に は 教

団及 び 東京神学大学 の 不 幸な 出来 事 が あ っ た に 違 い な い
。 だ が こ れ ら は ， 巻 き

込 まれ 方 の 間違 い と言 うべ き もの で ， こ の こ との 故 に大 木 教 授 が 日本 の 問題 性

に上 か ら呼 び か け る の み で 下 ま で 入 り込 ま な い と し た ら， 教 団 に と っ て も ， 目

本 に と っ て も不 幸 な こ とで は な い か 。

　総 じて 大木 の 厂日本 の 神学」 に は 「和魂洋才」 とい う 「こ とが ら」 を突破 し

高 め よ うと 日本 に 回心 を呼 び か け る思 想的熱意 が あ ふ れ て い る が ，

「和 魂洋才」

を生 き て い る 「人 間」 を訪 れ あ る い は迎 えて そ の 心 を 聴 く姿 が見 え な い
。

「や

ま と こ こ ろ 」 を探究 す る本居宣 長 が 「古伝説 を 創 り育 て 信 じ て 来 た 古人 の 心 ば

え を 熟知 し な け れ ば ， わ が 国 の 歴 史 を解 く事 は 出来 ぬ 」 と し て 「古 人 の 語 りか

け て くる 」 もの に 「耳 を澄 ま し ， し っ か り と聞 こ う とす る」。 こ の 態度 を小 林

秀雄 が肯定 し て
， 歴 史家 の 仕事 とは 「古人 が生 き た 経験 を

， 現在 の 自分 の 心 の

うち に迎 え入 れ て
，

こ れ を生 きて み る 」 こ とだ と言 うの を ， 大木 は 「主観 性 へ

の 閉塞 を もた らす の で は な い か」 と退 け る 。 惜 しむ べ し ， 閉塞 し た 日本 を救 お

うと願 う大木 は ， 日本 の よ み の 国に くだ り， 囚 わ れ て い る 人 々 に 福音を宣べ 伝

え よ う と しな い の か 。 日本 の 深 層 の 声 に 「耳 を澄 ま し ， し っ か り と聞 こ う とす

る 」 こ と が 必 要で は な い の か
1D

。

「 日本 人 の こ こ ろ の 問題 」
「実際的 な カ ウ ン セ

リ ン グ と か 深層心 理 学的研 究」 にふ れ か けた ま ま （238頁 ）さ っ とは な れ て し ま

っ た こ と は 残念で あ る 。
厂 日本 の 精 神的宿題 と し て の 聖書」 を 日本 の 課題 とす

る な ら，
「日本 の キ リ ス ト教会 の 精神的宿題 と し て の 口本」 こ そ が わ た し た ち

の 課 題 と な る の で は な い か 。

　 大 木教授 と古屋 教授 と
， 日本 を 愛 し救 お う とす る 情熱 を共 に し つ つ

， そ れ を

表現す る 方向 の 違 い は大きい
。

受容 とい う こ と

「 1 ％ の キ リス ト者 」 と は
， 明治以来 ， 日本 の 教 会 が 主 と し て 知識階層 と わ ず

か な 関わ りを持 っ た だ け で ， 民衆 レ ベ ル に は 受 け入 れ られ な か っ た とい うこ と
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で あ る 。 山室軍 平 の 「民 衆 の 福音」 を 引 き継 ぎ得 る か 得 な い か に 突破 の 鍵 が あ

る 。 こ の こ と を願 っ て 日本 各 地 で 教 会 は 奮 闘 し て い る の だ が ， 福音 が民 衆 の こ

こ ろ に と ど くた め に は 民 衆 と 日本 の 教会 と の 間 に コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン が 成立 し

な け れ ば な らな い
。

　 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 妨 げ て ぎ た も の ほ 何 だ ろ うか 。 ハ ウ が 『対 話 の 寄 跡 』

の 中で コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン の 阻 害要 因 と し て あ げ た 以 下 の 項 目は わ れ わ れ の 場

合 に も十分 に 思 い 当た る こ とで あ る 。

　   　言 葉

　   　イ メ ー ジ
。 相手 に 対す る 先入観

　   　相 手 に 対 し て 抱 い て い る不 安

　   　自己 防 衛

　   相手 と対立 す る 目的 を持 つ
12）

　神 ・人 間 ・自然 を一 体 と し て み る 日本 の 汎 神 論 的宗 教観 ，

「和 魂 洋 才 」 に 代

表され る 日本 人 の 精神構造， 先祖 か ら引 き つ い だ 仏壇 や お 寺 との 関係 とい うよ

うな キ リス ト者 を悩 ま せ る 生 活 上 の 問題 等 々 に 直面 し て ， わ た し た ち は 日本 伝

道 の な み な み な らぬ 難 し さ を 知 っ て い る 。 そ し て キ リ ス ト教 の 生 き 方 と 日本の

そ れ とが 違 い す ぎ る ， と両方 が 感 じ て い る
。 お 互 い が 分離 し て い る の で あ る

。

　 ノ・ ル は ま た 言 う 。

「世界 と教会 の 分離 の 現状 に も ， 対 話 の 働 き が 求 め られ る 。

教会 は こ の 世 か ら退 き ， こ の 世 との コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を拒 否 し ， さ らに は こ

の 世 を教 会 の 使 命 が 生 か され る 場 と し て 見 な い で 敵 対 視す る こ と が あ る
。 教会

が こ の 世 に 対 し て 言 うべ き こ と は多 い が
， 教会 が こ の 世 か ら聞 か ね ば な らぬ よ

うな こ と は 何 もな い
， と 言 う態 度 が教 会人 の 間 に は 余 りに も優勢 で あ る

。 教会

が 自分 自身 の 関心 に捉 わ れ ， こ の 世 を忘 れ る 時 ， 両 者 の コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン は

独 白的 に な り ， よ きお とず れ を人 々 に つ げ得 る 教会 の 課題 とは似 て も似 つ か ぬ

もの に な る 」
12）

。

　困難 で は あ る が ，
コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン が 成 立 し な けれ ば ， 日本伝道 は 「 1 ％ 」

の 現 実 に と ど ま り続 け る ほ か な い
。

こ の 対 話 を成 り立 た せ る 態 度 は 厂受 容 」 で
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あ る
。

厂受容」 は ， 良く知 られ て い る 通 り ，
カ ウ ン セ リ ン グ の 用 語 で あ り ， 教文館 の

キ リ ス ト教大事典 は 次の 様に 説明す る
。

「牧会心理 学用 語。 人の 思想 ， 判断 ， 価値 をそ の ま ま で 認 め る態 度 。
カ ウ ン セ

リン グで は ， 来談者の 言葉や 態度を ， た と えそ こ に 敵意や 否定的感 情 が こ め ら

れ て い て も， それ を理 解 す る相談 者 の 態度 を意味 し
， 賛成 不 賛成 の 要素 は 含 ま

な い
。 受容 は 心 の 健 康 や そ の 治 療 の た め に 不 可 欠 の こ と で あ る 」。

　だ が
，

わ た した ち は 「受容 」 が 本来聖 書 に お い て 用 い られ た こ と を も知 っ て

い る
。

「キ リ ス トが あな た が た を受 け入 れ て くだ さ っ た よ うに ， あ な た が た も互 い に

相手 を受 け入 れ な さ い 」 （ロ ー マ 15 ：7）。

「信仰 の 弱 い 人 を受 け入 れ な さい
。 そ の 考 え を批判 して は な りませ ん 。 食 べ る

人 は ， 食 べ な い 人 を 軽 蔑 し て は な ら な い し ， ま た ， 食 べ ない 人 は ， 食 べ る人 を

裁 い て は な りま せ ん
。 神 は こ の よ うな人 を も受 け入 れ られ た か らで す」 （ロ ー

マ 14 ：1−3）。

　そ こ で わ た し は ， テ ィ リ ッ ヒ が 『生 きる 勇気 』
13 ）

の 中で 用 い た 「受容」 の 意

義 を ふ りか え っ て お き た い 。

「生 き る勇気 と は ， わ れ わ れ が 受 け容れ られ え な い 者で あ る に も か か わ らず受

け 容れ られ て い る そ の わ れ わ れ 自身 をわ れ わ れ が 受 け容れ る とい う 勇 気 で あ

る」
14）

と言 う彼 は ，

「〈受容〉 とい う観念が 心理 治 療 に お い て そ の 罪責の 不安 と

の た た か い の な か で 注 目を浴 び て き た が ， こ の 観念 は 宗 教改革 に お け る 『罪 の

赦 し』 と か 『信仰義認 』 と い う言葉 で 意味 され て い た も の と同 じ重 み を持 っ よ

うに な っ て きた 」 と説明す る 。

　た い せ っ な こ とは ，

「精神的な 障害 を も つ 人 を 非難 もせ ず 指 図 も与 えず に 受

け入 れ る とい う心 理 分析 の 方法 は ， 牧会 に と っ て も手 本 に な っ た 」
15） と言 うよ

うに
，

「受容」 と言 うカ ウ ン セ リン グ用語 の と り入 れ が 神学 者 と心 理 治療者 と

の 境界線上 で の 相互 の 対話 に よ っ て 成 立 し た こ と と ，
こ の 言葉自体 が

， 異 な る
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も の を 内 に 受 け入 れ る と い う対 話 の 精 神 を 内 実 的 に 明 ら か に し た こ とで あ る
。

　そ の い き さつ は 厂自伝 的考察 」 に 述 べ られ
16 ） 「深層心理 学 が 白 日の も と に も

た ら し た 膨 大な 素材 を用 い る こ と な し に は ， 今 日 ， 人 間 に つ い て の キ リス ト教

的 教説 ， こ と に キ リ ス ト教 的人 間 に つ い て の 責任 あ る キ リ ス ト教的教説 を展 開

す る こ と は不 可能 で あ る と私 は信 じ て い る」 とそ の 重 要性 が言及 され て い る
。

テ ィ リ ッ ヒ と の 学 び の グ ル ー プ に 参加 し た心 理 学者の 側 に は E ．フ ロ ム や ，
ユ

ニ オ ン 神学 校 の 学生 で もあ っ た R ．メ イ の 名前が あ り
17）

， メ イ は テ ィ リッ ヒ の

死 後 ， 追 悼 式 に お い て
，

テ ィ リ ッ ヒ が カ ウ ン セ リ ン グの 領域 に 与 え た 影 響 を語

っ て い る
18 ）

。

　彼 は た だ 学 問 的興 味 を も っ て 心 理 学 者や 精神科 医師 との グ ル ー プ に 参加 し た

だ けで は な く， 私 的 な会話 を通 じ て 彼一 流 の 治療活動 を始 め 「治 療 神学 者」 と

呼 ば れ た とい う。

「助 け を求 め て 来 る者 は 広 く， 過 ち や弱 さ を も っ た 人 間性 を

そ の ま ま に 受 け容 れ ， 決 して きび し く裁 くこ とは し な か っ た
。 あ る 学生 は ，

『わ

た し は ， 何 とな く気持 ち が 冴 え な い 時 に は 映 画 に 行 くが
， 本当 に憂 鬱 な 時 は テ

ィ リ ッ ヒ の と こ ろ へ 行 く』 と言 っ た と伝 え られ る 」
19）

。

　 す で に 述 べ た よ うに ， わ た し が 「受容 」 に っ い て 学 ん だ の は 自殺 防止 セ ン タ

ー
で の 体験 を通 して で あ る 。 ボ ラ ン テ ィ ア の ひ と りと し て 活 動 し つ つ

，
い さ さ

か 難解 な テ ィ リ ソ ヒ の 厂小 説 」
＝ 『生 き る勇気』 そ の 他 の 著作 か ら多 くを教 え

られ た が
， 上 述 の 「治 療神学者 」 の もの が た りは ， わ た し を い っ も励 ま し て く

れ る 。

　本当 に 絶望 し て 自殺 の 危 機 に あ る人 を 「説得」 して 翻心 させ る こ と は 困難 で

あ り， そ の 入 を取 り囲 む 不 幸な ま た 悲惨 な環 境 を 作 り変 え る こ と もで きな い
。

は じ め の 頃 の 私 は ， 自殺 す る と言 う電 話 を受 け る と ， 受容 も共 感 もふ き と ば し

て
， 死 ん で は い け な い

， 生 きて い れ ば 人 生 に は 美 し い こ と もあ る も の だ ， と ひ

た す ら一 方的 に 訴 え説 得 した もの だ 。 だ が 自殺 防 止 セ ン タ
ー が 参加 し て い る B

I5）
の 創 設 者 ， チ ャ ド ・ヴ ァ ラ と の 出会 い が私 を変 え た

。

「死 に た い 」 と の 声 を ，

「 とて もつ らい の で す ね 。 お 気 持 ち を 聞 か せ て くだ さい ま す か ？　 ゆ っ く り，
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話せ る こ とか らな ん で も結構 で す よ」 と私 は そ の 人 の 絶望 し た 心 に 耳 を 傾 け

る 。

　訓練 を受 け る とわ か る こ とだが ， な ん とわ た した ち は 「聴 く」 こ とに 集中 し

て い な い こ とか
。 聞い て い る 途中で 相手 の 言葉の

一
部 が気 に な っ て 考 え始 め る

の は ま だ よ い ほ うで ， そ ん な 事 が あ り うる の か ， そ れ は 間違 い だ と批判 しな が

ら聞 く 。 こ うな る と相手 の 言葉 を あ りの ま ま に受 け とめ る こ とが で きず ， 相手

は そ の 感 情 を 自由に 吐露 す る こ とが で き な い 。 聴 け な い な ら ， 受容 で き な い の

で あ る
。

　集 中 し て 聴 く事は た だ 受 け 身 で フ ン フ ン とあ い つ ち を うつ こ とで は な い
。 真

剣 に 耳 を傾 けれ ば
， 当然 ， 分 か らな い 事に つ い て は 尋ね 返 し確認 す る こ とに な

る
。 サ マ リタ ン ズ の 特徴 の 一 つ は ， どん な 揚合 で も必 ず自殺念慮 を質問す る こ

と で あ る
。

た とえ ば 「ど こ か 遠 くに 行 きた い とお っ し ゃ っ た の は ， 今 の 苦 し み

か らの が れ る た め に 自殺 し た 方 が よ い と感 じ て い ら っ し ゃ る の で す か ？」 と確

認 す る の で あ る 。 そ ん な こ と を問 うの は迷 っ て い る 人 に 「自殺 」 の 気持 ち を植

え付 け る の で は な い か と心 配 す る 人 が い る が ， 事 実 は逆 で ， 自殺 し た くな っ て

い る 人 な らば
， 初 め て 真剣 に 自分 を受容 し て くれ る 人 に 出会 っ た

，
こ の 人 に 気

持 ち を打 ち明 け て 話 し て み よ う と い う信頼 感 を与 え られ る 。 苦 し ん で い る そ の

人 が相談員を受容 し
， 相互 の 受容が成 立 し て は じ め て

， そ の 人 は 相 談員 との 対

話 を手 掛 か りに し て 自分 の 感情 と取 り組 み 始 め る 。

　 死 に た くな っ て い る 人 の 心 と同 じ レ ベ ル で 聴 き ， 尋 ね ， そ して 共 に 居 る こ と

が 自殺 防止 セ ン タ ー に お け る 受容 で あ り，
ケ ア

ー
で あ る 。 そ し て わ た し は

， 助

け られ な い ほ どの 苦 し み に あ る人 と共 に 居 る と き ， 自分 とそ の 相手 とを 包 む 絶

対 者 の 大 き い 肯定 に 両者 を ゆ だ ね て 慰 め を 与 え られ る とい う こ と を も付 け加 え

て お き た い
。

　 わ た し が 自殺 防 止 セ ン タ
ー

で の 人 々 と の 出会 い か ら学 ん だ 厂聴 くこ と に よ る

受容」 は ， キ リス ト教 と 日本 の 民衆 の 心 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に つ い て も ，

同 じ く大 切 な 事 だ と思 う。
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　最後 に 短 く， 他宗教 へ の わ た し の 偏見 を取 り去 り，
か か わ りを容易に して く

れ た マ ッ コ ウ リ
ー 2°）

の 考 え 方 に ふ れ て お き た い
。 古屋 安雄教授 の 『宗教 の 神

学』 に も ， そ の 「 キ リ ス ト教 視 点 か らみ た 諸 宗教 の 類 型 表 」 と共 に 紹 介 され て

い る
。

　彼 は英国 の 自然神学 の 伝統 に 従 い
， 広 くク リス チ ャ ン で な い 者 に も理 解 で き

る よ うな 言葉 で
，

し か もキ リス ト教 の 独 自性 を明確 に す る こ とを 主張 し て そ の

「哲学的神 学」 を構築す る
。

　諸宗教 を理 解 す る 手 掛 か り と し て
， 彼 は 「啓 示 」 を伝統 的な キ リ ス ト教 神 学

の そ れ よ りも広 く理 解 し， すべ て の 宗教体験 は 何 らか の 聖 な る もの
， 霊 的な も

の を与 え られ る 事 か ら始 ま る とす る 。 そ の 啓 示 を だ れ が い つ ど こ で ど の よ うに

受 けた か ， 最初 の 啓 示 が与 え られ た 時 の 個 々 の 条件 ， 歴吏的文化的背景 の 違 い

に よ っ て
， そ れ ぞ れ の シ ン ボ ル と言葉 を用 い て 信 仰 が 形成 さ れ ， 信 仰 生 活 が 生

じ
，

一 定 の 共 同体に よ っ て 受 け継 が れ て い く。 もち ろ ん 諸宗教 に よ っ て 発展段

階 が 異 な り，
ア ニ ミ ズ ム 的 な原 始 宗 教 に と ど ま る もの も あ る が ， そ れ も ま た ，

人 々 の 必 要 を充 た す 限 りに お い て 存在 す る 。

　 な ん で もな い こ とだ が ， 日本 で ， お て ん と うさ ま に手 を合 わ せ る 人 々 の 心 を

私 は 美 し い も の と受 け止 め 始 め て い る
。 受容 は 賛成 す る こ と で は な い

。 私 とは

異 な る 生 き方 を尊敬す る こ と
21）

， そ の 人 の 宗 教的感情 を共 感 し て み よ うと心 を

開 く こ と
。

そ こ か ら ， そ の よ うな 日本的 な 宗教 感 情や 習俗 と の 違 い を は っ き り

示 し つ つ
， キ リス ト教 を 目本 人 に わ か りやす く， 日本人 の 言葉で 説 き明 か す こ

．とが は じ ま る の で は な い か
22 ）

。

注

1） 古屋 安雄
・大木 英夫共 著 『 目本 の 神学 』 1989 年 ，

ヨ ル ダン 社 ，
217 頁 。

2 ） 大阪の 都心 で 伝 道す る よ うに な っ て か ら ，

「商人 伝道」 とい う言葉が教団 に な い

　 こ と が気 に か か る よ うに な っ た 。 最 近 ， 町 づ く り協 議 会 を い っ し ょ に や っ て い る 友

　人 に そ ん な こ とを話 し ， む か し あ る ク リス チ ャ ン が商売人 は 物を右か ら左 に動か す

　 だ け で も うけ て い る と評 した と言 うと 「わ た し もそ の よ うな う さん く さ さ を 感 じ

　 て
， 最初おや じ の 店 を継が な か っ た 。 そ れが ， ク リス チ ャ ン の 書 い た もの を読 ん で
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　商売 をや る気 に な っ た 。

『商業界』 とい う雑誌 をは じ め た新保民 八 で す」 と言 う。

　全 国各地 で 講習会 ・ゼ ミナ
ール を開 い て 商店 主や 店員教育 を し

「 商売は 人 が必要 と

　す る もの を捜 し て きて 届 け る
。 愛 と幸せ を運 ぶ 尊 い 仕事 だ 」 と説 き ， 正 札販 売を提

　 唱 した 。

　　明 治34年新 潟県生 ま れ 。 大正 9 年 ， 新潟教 会長 田時行牧 師か ら受洗 。 霊 南坂教会

　神 学校 と同志社 で 学ぶ 。 花 王 石鹸 に入 り， 常務取 締役 。 そ の 後 ，

『商業界 』 主幹。

「 口本 小 売業界 を愛 と真実 を旗 印 とす る シ ン ボ イ ズ ム を以 て風靡 し， そ の 功績偉大

　 な もの が あ っ た 」。 昭和34年 ク リス マ ス に永眠 （新保民 八講演集 『愛 と真実の 商道 a

　 商業界 刊）。

3） 野 呂芳男 「キ リス ト教 と民衆仏教　十字架 と蓮華』 1991 年 4 月 ， は こ の 視点か ら

　 の 労作 で あ る
。

4）　私 は ， 父 が軍人 の 長男で 牧師 ， 母 は 牧師 の 娘 と言 う家庭 に 育 ち ， 公 立 学校 で 教育

　 を受け神学校で 初めて キ リス ト教の 雰囲気 を味わ っ た 。

「 日本」 の 生 き方 とは私 ば

　何 か が 違 う とい う違 和感 ， 異邦 人意識 が つ きま とい ， しか し間違い は 目本 の 側 に あ

　 る とき め こ ん で い る 。 だ か ら， 小 学校か ら大学 に至 る ま で 友人 を教会 に誘 うこ とを

　 ご く自然 に こ こ ろ が け ， そ うな る とま た ， 違 っ た生 き方考 え方 の 友人 た ち との 間 に

　 人 間的 つ な が りが成 り立 つ よ うに橋 を架け る こ とが ，
い つ も私 の 関心 事で あ っ た 。

　　そ うい う私に は ， 神 学校 で の 耳学問に よ る バ ル トは 神様一
辺倒で 聖書を知 らな人

　人 との 人 間的 つ なが りを拒否す る よ うに見 え た 。 共感 を持 っ た の は テ ィ リ ッ ヒ で あ

　 っ た 。
ヨ ー ・ ッ パ とア メ リカ とい う大西洋の 両側 に 生 きて ， 神学 と哲学 ， 信仰 と文

　 化 とい う境界線 の 両側に そ れ ぞ れ の 足 を踏み しめ て対 話 を こ こ ろ ざ し， 分離 自己

　 疎外 ， 受容 とい うよ うな普 通 の 言 葉 で 罪 ， 救い とい うキ リ ス ト教信仰 の 出来事を説

　 明す る姿勢が共感の 理 由で あ っ た 。

5） 「自殺 防止 セ ン ター
」 は 関西 い の ち の 電話 の ボ ラ ン テ ィ ア 相談員 で あ っ た 38 名の

　有志が ， 自殺 の 危機に あ る人 の 叫びを し っ か り受 け止 め る た めの 組織 を志 して
，

い

　 の ち の 電 話 とは 別 に
，

1978 年 1 月 20 日設立 。 現在約 100 名 の ボ ラ ン テ ィ ア が 島之 内

　 教会内で 一
目24時間 ， 年中無休 で 活動 し て い る 。 1983年 ， 国際サ マ リ タ ン ズ （1991

　年か ら「 ビ フ レ ン ダー ズ ・イ ン ターナ シ ョ ナル 」
＝ 〔Befrienders　 Internationa1＝ 　BI〕・

　 と名称 を統
一
） に加盟 。

　　 こ の 国際組織 の 母胎 とな っ た英 国の 「サ マ リ タ ン ズ」 は 英 国国教会 の チ ャ ド ・ヴ

　 ァ ラ牧師に よ り 1953 年創 設 。 （シ ドニ ー
の ア ラ ン ・ ウオ ーカ ーに よ る ライ フ ライ ン

　 ・ イ ン タ ー
ナ シ ョ ナ ル も， チ ャ ド ・ ヴ ァ ラ に学ん で 設立 され た）。 チ ャ ド ・ ヴア ラ

　 は サ マ リタ ン ズ 或 い は ビ フ レ ン ダーズ の 自殺防止 の 方法 を 「傾聴療法 ＝ Listening

　 therapy 」 と呼ぶ 。 孤独で 自殺 の 危機に あ る人 の 叫び に 耳 を傾 け無批 判 に 受容 し，

　 「
友達 の 役割 を と っ て 共 にい る」 （＝＝ Befriending）こ とに よ り， 悩 ん で い る人 が 自分

　 の 力 で生 へ の 方 向 を 見 い だ す こ とを援 助 しよ う とす る もの で あ る 。

「BI の 7原 則
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　 と 7 活動 要項 」 に その 理念 と実際が ま とめ られ て い る 。

　 「自殺 の 危機 に ある 人 に 昼 夜 い つ で もサ マ リタ ン ズ の ビ フ レ ン デ ィ ン グ を 提 供 す

　 る 」 と活動 目的 を明 らか に し ， 続 い て 「 自分 を理 解 し受 け入 れ て くれ る 人 は い な い

　 と感 じ て い る人 に耳 を傾 け ビ フ レ ン デ ィ ン グす る こ とに よ り （by　listening　to　and

　befriending）そ の 入 の 悲嘆 ・孤 独 ・絶望 ・抑 鬱 を軽 くす る こ とを も ， サ マ リタ ン ズ

　 は 努 め る 」 と第 2 原則 で 活 動の 範 囲 と方法 を説明す る 。

6） 古屋 安雄 「宗 教の 神学　その 形成 と課題 』 1986年 ，
ヨ ル ダ ン 社 。

7） 北森 嘉蔵 「「 日本 の 神学 』 とい うこ と」 （『神 学．124 号 ， 1963年 ， 所載 。 ま た ， 創

　 文社刊 『 日本 の キ リス ト教 』 1966年 ， に 所 載）。

8）　北森嘉蔵 「日本 の キ リ ス ト教 』 創文社 ， 1966年 ， 30頁以 下 。

9）　大 木教 授 は 「対象化 」 を 成立 せ し め る もの を ， 大 江健二 郎 の
「
周縁性 」 や 「奇形 」

　 を手掛 うの に し た 「異化作用」 か ら説明す る
。

「在来あ る もの の 見方 に対 して ，
い

　 や 事 実 は そ の よ うな もの で な い もの と し て ， 現 に こ の よ うに あ る の だ 」 とす る の が

　 「異化 」 で あ る 。 が ， 大 木 は大 江 の あ げた実例 に つ い て 「問題 は こ の （火 炎び ん 攻

　 撃事 件 と い う）
『
周縁性 』 の 契機 が 果 た し て 『 日本 』 を ト

ー タ ル か つ ラ デ ィ カル に

　 対 象化す る ほ ど ， あ の ア ル キ メ デス の 支点の よ うに 『 日本 』 を動 か す ほ ど に ， 確固

　 た る もの で ある か
，

と い うこ とで あ るj と言 い ， 大江 の 「小説 の 方法 」 を神学的終

　 末 論 で 整 備 し て 厂神学の 方法 」
へ と深 め た い と言 う 。 大江 の 言 う周 縁 性 ・奇 形 とは ，

　 民 衆の 生 の 中に か くされ た もの ， 或 い は 人間の 深層心理 に属す る もの を指す の で は

　 な い か 。 しか もそ れ が 目常性 に ふ れ る とき に 異化 をひ きお こ す の で は な い か ？　 聖

　 書や キ リス ト教が 日本 に と っ て 外来の 異質な もの とい うこ とで ， それ が 「外」 に と

　 どま っ 辷 ま ま ， 異 化 作用 を に な う 「周 縁性 ・奇 形 」 た り得 る の だ ろ うか ？

10）　こ れ は ， テ ーゼ
，

ア ン テ ィ テ
ーゼ ， ジ ュ ン テ

ーゼ の 形 式 を用 い て 「教 会 的 主 体

　 性 」 に よ っ て 両極 を克服 し高 め る とい う論 旨 を展 開 して きた こ れ ま で の 論理 の 自己

　 破 壊で あ る 。 弁 証法 の 論理 で は テ ーゼ ， ア ン テ ィ テ ーゼ は 相互 に無 関 係 で は な く，

　 互 い に 折衝 し ， せ め ぎ あ う中で ， テ ーゼ の 契機 とア ン テ ィ テ
ーゼ の 契機 が ジ ュ ン テ

　 ーゼ の な か に 綜 合的 発展的 に 生 か され る の で あ る か ら。

　　 大木 の 言 わ ん とす る とこ ろ は よ く用い られ る触 媒 の た とえ ， A と B に外か らC が

　 加 え られ る こ とで A と B が 変化 を お こ す ， に よ っ て よ りよ く説 明 され た の で は な い

　 か と思 うが ，
こ れ とて

， C が A と B に ふ れ る こ とが な け れ ば な らな い 。

11） 鵜沼裕子氏 が 『神学』 43号 （1981年） の 書評 で 『 日本人 の 宗教 意識 』 （湯 浅泰雄

　 著 ， 名 著刊行会 ，
1981 ．6 ．15） に ふ れ て 以下 の 様 に発言 し て v ・ る こ とは興 味深 い

。

　 「思想 史研 究 の 基本態度 と し て 著者が常 に 強調 す る こ とは ，

『思 想史の 研 究 に は 人 聞

　 の 生 の 内面 的体 験 を 共 感的 に理 解 す る 姿勢 が必 要 で あ 』 る とい うこ と，
つ ま り， お

　　よそ 思想 とい うもの は ， どん な 思想 で あ っ て も ， それ 自体 に内在する 発想 法や論理

　　に即 し て 理 解 す べ き もの で あ っ て ， 研 究者 自身 の もつ
一 定 の 発想 法 か ら す る 批 判
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　 や ， 特定 の 価値基準 に も とつ く評価 に よ っ て は ， 思想 の 深 い 分析や 理 解は 不可能だ

　 とい うこ とで あ る 。

……思想 史本来 の 課題 は む しろ ， 『そ の 時 代の 人 々 の 心 に 映 じ

　 た 事実 』 ，

『思想 史的事実 』 を明 らか に す る こ とで な けれ ばな らない 」。

12） R ．L ．ハ ウ 『対 話の 奇跡 』 松本昌子 訳 ，
ヨ ル ダ ン社 ，

22頁 。

13）　テ ィ リ ッ ヒ 『生 き る勇気 』 大木英夫 訳 （『テ ィ リ ッ ヒ 著作 集』 第 9 巻）。

14）　 同上 178 頁。

15） テ ィ リ ッ ヒ 「神学 に対 す る心 理 療法 の 影響 」。 大宮 溥訳 （『テ ィ リ ッ ヒ 著作集』 第

　 6 巻） 350頁。

16）　同上 96頁 。

17） W ．and 　M ．パ ウク共著 『パ ウル
・テ ィ リ ッ ヒ 1 生 涯』 田丸徳善訳 ，

ヨ ル ダ ン 社 ，

　 1979年 ，
270頁 。

18）　 『テ ィ リ ッ ヒ 著作集 』 月 報。

19） パ ウク， 前掲書，
274頁。

20） John　Mac Ωuarrie ： Pn
’
nciples 　of 　Christian　Theologor

，
1977 ．

21）　E ．フ ロ ム は ，

「尊敬」（respect ）は 「あ りの ま ま ， そ の ま ま に見 る こ と」（respicire ）

　 だ と言 う （E ．フ ロ ム 『愛 す る こ と』）。

22） 対話 は ， 伝 道 の 主体で あ る教会 の 内に お い て も要請 され る。 日本基督教団は 合同

　 教会 と して 豊か な賜物 を与 え られ て い る の に ， 1969年以降 の 混乱 に よ り， 異な っ た

　 あゆみ をす る もの た ち相互 の対 話 を失 っ て い る
。 殊に ， 東 京神 学大学教授会 が ， 教

　 団の 社会的 行動 に力点 を置 く宜 教姿勢 に つ い て ， 神学的発言 を留 保 して い る こ とは ，

　 教団に と り， ひ い て は 日本伝道 に とっ て大 きな損失で あ る
。

「異 な る福音」
へ の 教授

　 会 の 対応 を非難 した教 団総会 の 不幸 な決議 が さまた げ とな っ て い る の で あろ う。 だ

　 が ， 教団は そ の 社会的証 し に つ い て 神学的基盤 に立 つ 検討を必 要 と し て お り ， 東京

　 神 学大 学教授会は こ れ に貢献 し うる 力 をそ な え て い る の で あ る
。 教会は ， 罪の カ か

　 らの キ リス トの 恵み に よる 救い を述 べ 伝 え る 。 今 目 の 目本 で ， 罪 の 力 へ の 捕われ は ，

　 人 々 の 心 の 痛み か ら教育 ， 環 境問題 ，経 済 ， 政 治 に わ た る 広 い 領域 で ， さ ま ざ まの

　 形 で の 人 間性 の ひ ずみ ， 被造物の ゆがみ とな っ て 現わ れ て い る 。

厂被造 物 は虚無 に服

　　し，

……す べ て今 目まで ， 共 に うめ き，

……神 の 子 た ち の 現わ れ る の を切 に待 ち望

　 ん で い る 」 （ロ ー マ 8 章 19−22）。 だ か ら ， 諸教会 の 教職 ・信 徒 は ， それ ぞ れ の 賜 物 に

　 よ っ て ， あ る い は 悩むひ と りひ と りの 魂の 叫び を聴い て 共 に主 の 慰 め を祈 り求 め ，

　 あ るい は外 な る政治 の 領域 で の 人 間性 へ の 侵害 に気づ き取 組み ， 奉仕 して い る の で

　 は な い か 。

　 　 わ た し は ， 出 エ ジプ ト記 2 ； 23−3 ； 12に 「聴 く」 こ と の 原型 を 見 る 。
「労働 の ゆえ

　 に助 け を求 め る 彼 らの 叫 び 声は 神 に届 い た 。 神は そ の 嘆き を聞 き ， ア ブラ ハ ム
， イ

　 サ ク ， ヤ コ ブ との 契約 を思 い 起 こ され た 。 神 は イ ス ラ エ ル の 人 々 を顧 み ， 御心 に留

　 め られ た」 （2 ； 23− 24）。 そ して 「民 を エ ジプ トか ら導 き出 した とき， あ な たは こ の
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山で 神に仕 え る」 （3 ：12）， との 御言葉 を 味わ うな らば ， 神 の救 い は 政治的経済的

圧 迫 か らの 解放 で あ る と同時 に ， 正 し い 神奉 仕 へ の 招 き で あ っ た こ と を知 る 。 教 会

派 （あ るい は 福音派）， 社会 派 ， とい う レ ッ テ ル の も とで の 対 話の 喪失は 非生産的

で あ り ， 非 神 学的 で あ る 。 ひ とつ の 教会 ， ひ と りの 教職 ・信徒 が捧 げ うる 奉仕 に は

限界が あ る 。 め い め い が与 え られ た 分野 で 神 と人 とに仕 え て い る こ とに 注 目 し， 尊

敬 と対話 を もっ て 自分 の 足 りな い と こ ろ に 力 を与え られ る な らば ， 目本基督教団は

本来与 え られ て い る豊 か さを も っ て ， 主 か ら委 ね られ た 日本伝 道 の 使命 を果 た す こ

とが で き る と信 じ る 。
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