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プ ロ テ ス タ ン ト教会 の 教育使命に お ける

　　　権威 の 喪失 と実践神学の 発展

　　　　　　歴 史上 の 軌跡 と可能性 （1）

Thomas 　John　Hastings

導入 と テ ー ゼ ：教会 教 育使 命 に お け る連続 性 と非 連続性 の 相 互 作用

　 コ ロ ン ビ ア神学大 学の 旧約 聖 書学者 W ．Brueggemann が 書 い た The 　 Crea−

tive　 Word ， Canon αs　 a　Model 　for　Biblical　Education （1981） と い う書物 の

始 め に ， 聖 書 的 な教 育 に お け る 連続 性 と非連 続性 の 相 互 作 用 に つ い て 次 の よ う

に 言 っ て い る 。 「
一

つ の 世代 を超 えて 長 く存 続 した い 全 て の 共 同体 は ， 教 育 と

関わ りを もたね ば な ら な い 。 教育 と い う も の は ， 世 代 を 通 じ て 共 同体 の 存続 と

繋が っ て い る
。 共 同体 の 自己 主体性 を 守 る た め の 連続的 な ビ ジ ョ ン

， 価値観 ，

お よ び智恵 が そ の 存続 の た め に 保 証 さ れ な けれ ば な らな い 。 同時 に そ の よ うに

存 続 す る た め に は ， 共 同 体 が 新 し い 状 況 に お い て 適切 に 生 き残 る た め ， 自由 と

柔軟性 も保証 され な けれ ばな らな い
。 従 っ て 教会教育は

，

一
方で 不 適切 な化石

化 を避 け る た め と ， 他 方 で 相 対 化 に よ っ て 消 滅 し て し ま う こ と を 避 け る た め

に ， そ の プ ロ セ ス に お け る連続性 と非連続性 に 関 して 耳 を傾 けな けれ ばな らな

い 」
1）

。

　過 去 と の 連続 つ ま り伝統 を保 つ こ と は 不 可欠で あ るが ， 捕囚後 の イ ス ラ エ ル

の 経験 に 見 られ る よ う に ， 連続 の た め の 連続 は ， あ っ と い う間 に 律 法 主義 に 陥

り ， 退 廃 し て し ま う 。 預 言 者 の 役割 を 失 っ た 時 ， 正 典 の 解 説者で あ っ た律 法 学

者が 中心 と な っ た こ と に よ っ て ， イ ス ラ エ ル 民 族 は
， 大昔 は決定的 に語 っ て お
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られ た 神 が
， 現 在 も ， 語 っ て 下 さ る と い う期待 を 段 々 と失 っ て い っ た 。

こ の 律

法主義 の 傾 向 に 関 し て ， Smart は 「啓 示 は み な 過去 に 属 す る こ と と な っ て ，

今 日 の 信 者 は 過 去 に 啓 示 さ れ た 神 の 言 に よ っ て の み 律 せ ら れ る こ と と な っ て し

ま う 。 信 仰 とい う も の は過 去 の 伝 統 に 忠 実 で あ る こ と とい う こ とだ け に な っ て

し ま う」
2）と 言 っ て い る 。 教 会 は い つ も そ の よ う な 律 法 主 義 に 脅 か さ れ て い る

の で あ る 。

　他 方 で は ， 何 もか も伝 統 を否 定 す る こ と に よ っ て ， 即 座 に 教 会 は ， キ リス ト

教 の 啓 示 の 特殊性 と特徴性 を 脅か す 相対 主 義 に 導 か れ て し ま う 。 そ の 傾 向 は ，

一
つ の グル ー プ の 人 々 の 身 近 な歴 史 的 な経 験 を優 先 し て ， そ し て そ の 立 場 か ら

全 て の 伝統 を 批判 し よ う と し て い る 現 在 の 様 々 の F解放神学」 に 明 ら か で あ

る 。 J．　E ．　Loder に よ る と
， 経験 か ら出発 す る 神学 は ， 「全 て の 組織的 な 統合 や

人 間の 普遍 性 を 訴 え る洞 察 を 捨 て て ， な る べ く政 治 化 し／ 有形 化 し た 肉体的 な

霊 性 を表 わ す こ と に な る 」
3 ）

と言 っ て い る 。
こ れ で は 非連続性 の た め の 非連続

性 に 陥 っ て し ま い が ち で あ る 。

　 「わ た した ち は ，
こ の よ うな 宝 を土 の 器 に 納 め て い ま す 」

4｝
と使徒 パ ウ ロ が 言

っ て い た よ う に ， キ リ ス ト教 の 永 遠 な る 真 理 は ， 絶 え ず時 間 的 な 形 で 表 現 す る

こ と を避 け る こ とが で き な い
。

っ ま り ， 啓示 そ の もの が キ リス ト教 の 1カ リ キ

ュ ラ ム 」 を限 定 す る が ， 歴 史 と文 化 も私 た ち に 厳 しい 制 限 をす る こ と を否 定 す

る 余 地 が な い
。 幸 い の こ と に ， こ の 緊 張 感 か ら何 回 も連 続 性 と非 連 続 性 を統 合

す る教 会 教 育 的 な ア プ ロ
ー

チ は ， 教 会 の 歴 史 の 中 に 現 れ て い る 。 例 え ば ， ギ リ

シ ャ
・ ロ ー

マ 世 界 に 広 ま っ て い き ， そ の 多様 化 した 文 化 の 中で ， 教 会 の 権威 の

根拠 が 求 め られ た 時 ， 初代教会 の 教育使命 は 次第 に 次 の 三 つ の 務 め に 焦点 を合

わ せ よ う と し た と Osmer は 次 の よ うに 指 摘 し て い る 。 （以 下 の イ タ リ ッ ク 体

の 1
，

2
， 3）5）

。

1。 教会 に お け る規範的 な 教理 と実践 を定 め る こ と。

　 この 第
一

の 務 め と し て ， 教会 は 共通 の 信 仰告 白 と そ れ に 基 づ い た 実践 の 営 み

（礼 拝 ， 洗 礼 ， 聖 餐 な ど） を 確 認 し な け れ ば な ら な か っ た 。 使 徒 と預 言 者 の 証
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人 と い う土 台 に 立 っ て い る キ リ ス ト教 の 特殊 啓 示 に 忠 実 で あ りな が ら ， 「聖 徒

の 交 わ り」が よ り よ く三 位
一

体 の 神 を 礼拝 す る た め ， 教理 と 実践 は 別 々 で は な

くて ，

一
緒 に 考 え る もの で あ っ た 。

一
つ の 教 会 が 自己 の 文 化 を表現 す る の で は

な くて
， 代 々 限 り な く 「聖 な る公 同 の 教会 」全 体 の

一
致 し た 信 仰 告 白が こ こ で

決定され る こ とに よ っ て ， 教会の 第
一 義的 な 「客観的」な信仰共同体 と して の

毅然 た る 主体性 が 保証 され て い る
6）

。

2． その 教理 と実践 を， 変わ クつ つ あ る文 化 や歴史的 な コ ン テ キ ス トに お い

　 て 再 解釈 す る こ と 。

　第 二 の 務 め は ， 変 わ りや す い 現状 に 直 面 し て
，

キ リ ス ト教 啓 示 の 事実 を

「今 」 と い う時 に お い て 再 解 釈 す る こ と で あ っ た 。 例 え ば ， 神 の 御 子 イ エ ス ・

キ リ ス トの 啓 示 の 下で 初代教会 は ， ギ リ シ ャ と ヘ ブ ラ イ的 な 神／ 人 間 観 に 深 く

影響 さ れ な が ら ， 聖 書 に 出 て こ な い 表現 を も っ て ，
ニ カ イ ア 公 会議 の homo −

ousion と い う 定 式 に お い て ， 結 局 両 文 明 に 生 じ た 理 解 を越 え る こ と が で き た 。

こ こ で は
， そ れ ぞ れ の 文 化 や 歴史的 な コ ン テ キ ス トに 対応 し ， 適応性 の あ る 新

し い 弁 証 的 な ア プ ロ ー チ と 実践 の 試 み が 保証 され て い る 。

3、 新 し い 世代 の キ リス ト者各自が ， よ ク深 ぐ， よ ク よ ぐ理 解 し把握 す る た

　 め に ， 教会 の 規範的 な教 理 と実践 を教 え る 教育磯闖 を 設 け ， ま た 維持 す る

　 こ と 。

　第三 の 務 め に お い て
， 第

一
の 務 め （教会 の 信仰告 白） は

， 第二 の 努 め （歴 史

的 な コ ン テ キ ス ト） を 通 じ て ． 全 て の キ リ ス ト者 に 意 味 深 長 な形 で 伝 え ら れ

た 。 例 え ば ， 主 に 初 代 教 会 の 各 地 域 に お い て 多様 な形 に 発 展 し た 成 人 受 洗 志 願

者学 校 の せ い で ， 紀元 後 300年 （コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 1 世 以 前） ま で に ，
ロ

ー

マ 帝国の 人 口 の ほ ほ泗 分 の
一

は キ リス ト教 徒 と な っ た と い う事 実 は ， キ リス ト

教 の 教 育 的 な創 造 性 を 表 わ し て い る 。
こ の 教育的 な 配慮 に よ っ て

， 個 々 の キ リ

ス ト者の し っ か り した 主 体性 が 保証 され て い る 。
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　 当 論 文 の テ ー ゼ ：聖 書 的 な 教 会 教 育 使 命 に は
， 以 上 に 説 明 した 連 続性 と非連

続性 を維持 し て い る こ の 三 つ の 次元 が 働 い て い る と い う こ とで あ る。

1．問題 提 起 ：現 在 の プ ロ テ ス タ ン ト教 会 の 教 育 使 命 に お け る

　 　 　 　 　 　 権 威 の 喪 失 と そ の 結 果 と して の 混 乱

　 今 20世 紀 末 に 近 づ い て い く中で
， 伝 統 的 な プ ロ テ ス タ ン ト諸 教 会 が 死 活 に か

か わ る 危 機 の 中に い る こ と を 認 め ざ る を え な い
。 そ の 危機 に よ っ て ， プ ロ テ ス

タ ン ト信 仰 と教 会 の 権 威 そ の も の が 深 刻 に 圧 迫 さ れ て い る 。 様 々 な イ デ オ ロ ギ

… に 頽落 し た 傾向 に よ っ て ， 教会 が 破壊 さ れ て い る 。 教会 が 共 通 の 信 仰 告 白か

ら 離 れ て い て ， 本 来 の 教 育 使 命 か ら脱 線 し ， キ リ ス ト教 の 家 庭 に 育 て られ て い

る 多 くの 人 さ え も教会 を去 りつ つ あ り ， 次 の 世代 の キ リス ト者が 育 て られ て い

な い と言 わ ざ る を え な い の で あ る 。 1989年 に 行 わ れ た 第
一

次 ベ ビ ー ブ ー ム 世代

（1947年 〜 1956年 ま で の 生 ま れ ） に 対 す る 主 流 教 会調 査 に よ る と ， ア メ リ カ 合

衆 国 長 老 教 会 （PCUSA ） に お い て 幼 児 洗 礼 や 信 仰 告 白 を 受 け た 人 の う ち ， 現

在29パ ー
セ ン トだ け が 長老教会 に 出席 し て お り ， ま る 48パ ー セ ン トが ど こ の 教

会 に も行 っ て い な い こ とが 分 か る 。

　現 在 の プ ロ テ ス タ ン ト諸教 会 の 教 育 理 解 を検 討 す る 時 ， 上述 の 三 つ の 次 元 が

表 わ され て い る の で は な くて ， 次 の 三 つ の 極 端 の 中 か ら ， 多 くの 場 合
一

つ だ け

に 重 点 を置 い て い る こ と が 分 か る
。 （もち ろ ん 教 会 教育使 命 に お け る 断片化 と

不 均 衡 は ， 欧 米 の 主 流 派 の 諸 教 会 に 見 え る が
，

19世紀 の 宣 教 運 動 に よ っ て 発 生

し た 小 さ く て 若 い 日本 の 教 会 に は
， そ の 断 片 化 と不 均 衡 は

一
層激 しい 傾 向で あ

る と思 わ れ る ）。

　  教 会 中心

　 こ の グ ル ー プ は 主 に 歴 史 的 な 「神 の 自己 啓 示 」 と の 連 続 性 を 強 調 す る 。 教 会

に 委 ね られ て い る福 音 と は 何 か と い う質 問が 究 極 的 な関心 事 で あ る 。 教 会 生 活

に お け る責 任 を 目指 し て ， キ リス ト教 啓 示 に 基 づ い た 信条や 教 理 問答 な ど を教

え よ う とす る 。 弁証 法 神学 の 子 孫 で ， 正 しい 福音 と教 琿 理 解 を 重 ん ず る が ， 教
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会 実 践 に お け る 新 し い 試 み （例 え ば欧 米 の liturgical　renewal ） ｝ま非 難 さ れ ，

特 に 説教 中心 の 礼拝伝統 を守 る精神 が 強 い
。

　  社会 中心

　 こ の グ ル ー プ は 主 に 「み 国 の 到来」，
つ ま り未来 と の 非 連続 性 を強 調 す る 。

社会 と関 わ っ て い る福音 と は何 か とい う質 問 が 究極的 な 関心 事 で あ る 。 社 会不

正 を克服 す る た め に ， キ リス ト者が 活動的 な 参加 に 励 む こ と を 目指 す 。 社会問

題 を優先 して ， それ に 関連付 けた 聖 書 の 箇所 を教 え よ う とす る 。 宗教教育運動

と解放神学 の 子 孫 で
， キ リス ト者 の 政治的社会的改善責任 を重 ん じ て ， す ぐに

新 し い 教 会実践 の 試 み を して
， 攻撃精神 が 強 い

。

　  回 心 中心

　 こ の グ ル ー プ は 主 に 個 人 の 回 心 経 験 を強調 す る 。

一
人

一
人 に 話 しか け られ て

い る 福音 と は 何 か と い う質 問 が 究 極 的 な 関心 事 で あ る 。 個 人 的 な 回 心 や 信仰 決

断 を起 こ す こ と を 目指 す 。 教 理 問答 よ り も， 聖 書 を そ の ま ま教え よ う とす る 。

福音復 興 と 日曜学校運 動 の 子孫 で ，
パ イ エ テ ィ ／敬虔 や キ リ ス ト者 の 個人信仰

経 験 や 成 長 を 重 ん じ て ， 分 派 的 心 情 が 強 い 。

　 当論 文 で は 19世 紀 ま で の 歴 史 の 軌跡 を検 討 し なが ら ，
こ の 三 つ （教 会 中心 ，

社 会 中 心 ， 個 人 中心 ） の 不 均 衡 の 原 因 を明 確 に した い
。 同時 に

，
そ の 教 育使命

と密接 な 関わ り を持 っ て い る 「実践 神学 」 とい う別 個 の 学 問 が ， ど の よ うに し

て
， 神学専門家 や 牧 師 の み の 領 域 に な っ て し ま っ た か も述 べ た い と 思 う。

ll．　 Kerygma と Didache の 区 別 に よ る相 互 補 完性

　上 述 の よ う に ， 教 会 教 育 使 命 は 絶 え ず ， 忠 実 に 使 徒 的 な ke7　ygma と dida −

che 両 者 に
一

致 し な け れ ば な ら な い
。 しか し ， 近 代 の 神学 の 影 響 下 に お い て ，

鴕   脚 と didacheの 間 に は 厳 しい 分離 が 起 こ っ た 。 こ の 分 離 に よ っ て ， キ

リス ト教 の 根 拠 に あ る 理 論 性 と経 験 性 の 関 係 が 完 全 に 毀 れ て し ま っ て い る と
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T ．F．　Torranceは 指摘 す る 。 さ ら に Torrance は 「そ の 神的 な 真 理 か ら裸 に

さ れ た キ リス ト しか 提供 さ れ て い な い 」 と 嘆 い て い る
7 ）

。

　 ま ず 整 理 の た め ， 鴕 乃g 挧 α と didacheと を 区 別 し な け れ ば な ら な い 。 教 会

の 初期 か ら ， 説 教 す る こ と と 教 え る こ と の 相 互 補完的 な職 務 が
，

互 い に 欠 くこ

との 出来 な い もの と して
， キ リス ト教信仰 を 目覚 め させ ， 挑戦 し育成 す る 役割

を 果 た し て き た 。 新 約 に お け る ke7　ygm α は 「非 キ リ ス ト教 世 界 に 対 す る キ リ

ス ト教 の 公 の 宣 教」 を 意味 す る の に 対 し て
，
didacheは 「だ い た い に お い て 倫

理 的教育」 と い う意味 を持 っ て い る と い う C ．H ．　Dodd の 明 確 な 区別 は 多 くの

問 題 を 含 ん で い る
8）

。
Worley な どが 指 摘 す る よ うに

，
　 Dodd の 主 張 は

， イ エ ス

と使徒 の 説教 す る務 め と 教 え る 務 め と の 根拠 に し に くい の で あ る
9 ）

。 「教 会 の

教 育 的 使 命 』 と い う本 の 中 で ， J．　D．　Smart は
，

こ の 固定化 し た 「明 ら か な 区

別」が
， 「広 く採 用 さ れ た こ と か ら， 教 会 に お け る教 え る 業 の 地位 を 正 し く理

解 す る の に 大 き な 妨 げ を 来 た す よ う に な っ た 」
1°）と 言 っ て い る 。

　弁証法神 学 の 影 響 が 広 ま っ て い た 1950年 代 の ア メ リ カ に お い て ， Smart は

Dodd に よ る 区別 を 批 判 しな が ら ， 教会 に お け る 説 教 と 教 え る こ と の 共 通 点 と

相違点 を 指摘 す る こ と に よ っ て ， Dodd の 説 を拡 大 修 正 した 。 説教 す る こ と と

教 え る こ と と は 「二 つ と も神 の 言 に 仕 え る と い う点 で は 一 致 し て い る 」 と言 う

の で あ る 。 続 い て
， 「教 え る こ と も ， 説教 す る こ と も ， 同 じ くイ エ ス ・ キ リ ス

トで な けれ ば な らぬ
。

… … しか し ， 説教 は本質的 に
， 人 々 に 対 して

， そ の 罪 と

不 信 仰 と を 悔 い 改 め る よ う訴 え ， 神 が 彼 ら に 来 た らせ ん と し た も う良 き お と ず

れ を う け る よ うに 呼 び か け る こ とで あ り… … 教 会 内 外で も こ の 定義 は不 十分 な

も の で は な い 」
lU

。 そ れ に 対 し て ， 教 え る こ と は 「お も に
， す で に 悔 い 改 め た

もの ， 神 に 帰 りた い もの
， また は ， 信者 の 子 ど もで ， ま だ不信仰 な もの を持 っ

て い る と し て も ， そ の 両 親 の 感 化 の 下 に あ る 程 度 の 信 仰 を も っ て い る ， そ う し

た場 合 に 与 え られ る も の な の で あ る 。

… … 神 は 教 会 に 説教 す る こ と と共 に 教 え

る職 能 を与 え た も う た の で あ っ て ， そ の 恩 恵 の 御 業 は
一

生 に た だ
一 度 ，

一
大 変

革 を来 た らせ る 時 に だ け働 く と い う もの で は な く， 生 涯 を通 じて ， で きる こ と

な ら幼少 の 時 か ら老 年 に 至 る ま で 加 え ら れ る よ う に 備 え て い て 下 さ る の で あ
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る 」
12 ）と言 う。 信 仰 に 生 き な が ら， 絶 え ず 不 信 仰 と 戦 っ て い る 教会 ， ま た は 不

信仰 に 生 きな が ら ， 絶 えず信仰 の 可 能性 の 下 に あ る世界 ， 両者 に 呼 び か け る説

教 と教え る こ と の相互補完関係を理解 す るた め に は ，
こ の Smart の 言葉 は ，

Dodd の 「明 らか な 区別 1よ り納得 の い く もの で ある 。
こ の 論文 の 重 点 は ， 教

え る こ とは た だ倫理 的教育 に 限 定す る こ とが で きな い とい う こ と に ある 。

　教会 は こ う した両 方の 職能 に お け る中道 を求 め る 必 然 性 が あ る と
，
Smart

は 続 け る 。 「説 教 す る こ と と 教 え る こ と と は 区別 さ れ ね ば な らな い が ， 偽 りの

区別 を した り， 非聖書的な 区別 を して は な らな い
。 教会が 説教 を犠牲 に して

，

教 え る こ と を重 ん ず る と ， そ れ は 必 ず 道徳 的 あ る い は律 法 的 な も の に 陥 る 。

… … た だ 教 え る こ と だ け が 必 要 だ とす れ ば不 信仰 と罪 の 根 が そ の 底 に 隠れ て い

る こ とが 忘 れ られ て し ま う。

・… ・・救 い は ，
正 しい 理想を い だ い て ， で き る だ け

そ れ に 近 い 生 活 に 励 む と い う簡 単 な こ と に な っ て し ま うの で あ る 。 ke2：ygma

と して の 説教 を伴 い
， そ の 起源 も， そ の 務 め も共通の もの の 上 に 立 つ こ とを常

に 覚 え させ る よ うな ，
そ うい う教育 で な か っ た な ら ば ， そ れ は や が て キ リス ト

教 を誤 り伝 え る も の と な っ て し ま う 。

… … 同 時 に 同 じ こ と が ke7Tvgmaに だ け

心 を用 い て 福音 の 宣教 を の み 事 と して ， 教育 の 務 め を無視 す る時に も言え る 。

か よ うな 教会 は 必 ず 失 敗 す る 。 な ぜ な ら ，
そ れ で は 聞 く もの の 生活 に お い て 語

られ た 御 言 に 従 う こ と をせ ず ， 福音 に 応 え は じめ た信者が そ の 生活 の 中で 当面

す る 各種 の 問題 を ま じめ に 考 え る こ と もせ ず ， 神 を知 る 知 識 に 進む こ と も し な

い か ら で あ る 。
こ う した 教 会 生 活 は 口 ばか りで 生 活 の な い もの と な り， 説 教 者

の 務 め は 説 教 で 神 の 言 を宣 言 し て い れ ば よ い と い う こ と に な る 。

… … 講壇 か ら

説教 す る だ けで ， 親 し く教 え る こ とを し な い 教師 は ち ょ う ど
， 畑 に た ね を まい

た き り， 収穫 ま で 何 も し な い 農夫 の よ うな もの で あ る」
13 ）と言 っ て い る 。

　feel　ygma と didacheの 区別 や そ の 相 互 補 完 性 を確 認 し た 上 で ， 次 に 歴 史 的

な 軌跡 を検 討 し た い と 思 う 。

皿．歴 史上 の 先 駆 者

A ．旧 約 時代の 先例 と初 期 キ リス ト教の 実践
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　 古 代 イ ス ラ エ ル に お い て ， 祭 司 を主 役 ， 預 言 者 を脇 役 と し た 儀 式 と並 行 し

て ， 宗教的 な 育成 は 日常生 活 全般 に お い て 行わ れ ， そ の 第
一

義 的 な 役割 は 家庭

に あ っ た よ うで あ る 。 主 イ エ ス の 時代 に な る と ， そ の
一

般的 な パ タ
ー

ン に 加 え

て ， 地 元 の synagogue で の 礼 拝 が ， そ の 中 心 の 場 と し て 加 わ り ， そ し て 男 の

子 に は年齢に従い
， 読む こ と ， トー ラ ー 暗唱 ， それ か ら トー ラー 解釈 を教 え る

synagogue 学 校 が 現 れ て き た 。

　初代 の キ リス ト者 は ， そ の ユ ダ ヤ 教 の 礼 拝 と 宗 教 的教 育 の 実践 を取 り入 れ ，

そ れ を拡 張 し た 。 例 え ば ， 初 期 の キ リス ト教 礼 拝 は ， 主 に 神 の 御言 を教 え る こ

と と説 教 す る こ と が 中 心 で あ っ た synagogue の 礼 拝 パ タ ー ン に 従 っ た 。 教 え

る こ と に つ い て ， 当時 の キ リス ト教 の 家庭 は ，
ユ ダ ヤ教 と 同様 に

， 第
一
義 的 な

役 割 を 果 た し て い た 。 同時 に ， 新約 聖 書 の 中 に 見 ら れ る カ テ キ ズ ム ／ 教 理 問答
　 　 カ テ

　
ク
　 メ ノ イ

の 「受洗 志願者 」へ の テ キ ス トに 見 ら れ る よ うに
， 原 始 教 会 は 段 々 と新 し い 改

宗 者 の 育 成 に ， 人 き な 関 心 を 示 す よ う に な っ た 。 そ の 内容 は ， 究極的 な模範 で

あ られ る 主 イ エ ス ・キ リ ス トの 「僕」 に な っ た先輩 の キ リス ト者か ら伝 え ら れ

て ， 生 活 全 般 に 至 る ま で の 倫理 と教 理 を統合 し た 実践 的 な 教訓で あ っ た ， と山

内
一

郎氏 は そ の 著書 の 中で 言 っ て い る
1
％

　 キ リス ト教 の 最初 の 5 世紀 の 問 に 発 展 し ， 明 ら か な 姿 を取 っ た 「教 会 教 育 機

関」 は ， 成人 受 洗 志 願 者学校 だ っ た 。 そ の 学校 で は ， 教 会 教 理 と実 践 が 密 接 な

関 係 に あ っ た 。 例 え ば ，
4 世紀 の 代 表 的 な エ ル サ レ ム の キ ュ リ ロ ス の 「信 仰 問

答講義」 を 見 る と ， 初代教会 に お い て 「洗 礼」 と い う Sacramentが
， どれ ほ

ど の 厳粛 さ を も っ て 見 ら れ て い た か と い う こ と に 感 銘 を受 け る 。 「こ れ （受 洗 ）

は 軽 い 事 で は な くて ， た だ 肉体 に よ る普通 の 無差別 の 結合 で も な い
，， む し ろ全

て を 見 張 っ て い る御 霊 の 信 仰 に よ る選 び で あ る 」
15 ）

と言 っ て い る 。 と こ ろ に よ

っ て は 7 年 間 もか か る 長 い プ ロ セ ス で あ っ て ， 繰 り返 し教 会 指 導 者 に よ る質 疑

を受 け ， ま た 旧 ／ 新 約 聖 書 （救 済 史 ） の 大 ま か な 筋 道 ， 教 会 史 （殉教 史） の 概

要 な ど を 学 び ， そ して 終 わ り に 当 た っ て 洗 礼式 の 信仰告 白で あ っ た 信徒信条 を

暗 唱 す る 訓 練 が 終 わ っ た 時 ， 洗 礼 の 誓 い を す る こ と が 許 さ れ た 。 直接 聖 書 を読

む こ と は で き な か っ た が ， 初代 の キ リ ス ト者 は ， 信仰 の 教理 と実 践 に お い て
，
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大変丁寧 に 育成 さ れ た と言わ ざ る を え な い
。 言 う まで も な く， そ の 教 育 は 知 的

な内容 の 伝達 の み で は な く， 教 会 と生 活 全 般 を
一

致 した 礼 拝 式 中 心 的 な 形 成 の

過 程 （process 　of 　Hturgical　formation） で あ っ た 。 彼 ら は
， さ ら に 悪 魔払 い

の 式 を受 け て ， 祈 りの 生 活 を送 り， また は 時 に よ っ て 断食 な どの 修業 を し な が

ら ， 規 則 正 し く聖 日礼 拝 に 参加 した 一 も っ と も洗礼式の 時 ま で そ の 参加 は 制

限 さ れ た もの だ が
。

　 そ の 上 で
，

Lane 　Fox は ，
こ の 成 人 受 洗 志 願 者 学 校 の 生 活 の 隠 さ れ た 信 徒 に

よ る伝道的 な面 に つ い て こ う言 っ て い る 。 「何 よ り も ， 友人 の 存在 と そ の 影響

力 に 注 意 を払 わ な け れ ば な ら な い
。 あ ま り文献 に は 出 て こ な い が

， 友 人 に よ る

影 響 は ， 全 て の 人 の 人 生 を 形 づ くる 原 動 力 で あ る 。 た っ た
一

人 の 友人 が 誰 か を

信仰 に ま で 導 くこ とが あ り， あ る い は
，

一
つ の 集団か ら疎外 さ れ て 逃 げ出す こ

と も起 こ る 。 そ し て ， ど こ か 違 う と こ ろ に 良 い 交 わ りを 求 め る こ と も起 こ る か

も知 れ な い
。

一
人

一
人 が 神 の 方 向 に 向 い た と き ， 同 じ道 を 歩 む 新 し い 兄 弟 と し

て 仲 間 を発 見 す る の で あ る」
’6 ＞

。
Lane 　Fox は ま た 成 人 受 洗志 願 者 学 校 の 教 授

法 に 関 して こ う続 け る ， 「こ の 洗礼準備 の プ ロ セ ス は 何 か そ の 訓練 の 途 中で 突

然 の 奇 跡 が 次 々 に 起 こ っ て ゆ くわ け で は な い し
，

そ う した 奇跡 の 積 み 重 ね と し

て 理 解 す る こ と もで きな い
。

… … こ の 洗礼 に 至 る まで の 数 年間 の 準備 そ の も の

は ， 誠実 な 訓練 の 日々 で あ り， た だ キ リス ト教信仰 の 特殊な魅力 に よ っ て 支 え

られ るの が 常で あ っ た 。 人 々 は ， そ う した 準備 に よ っ て 段階的 に 深 い 神秘 に 触

れ させ られ る こ と を感 じ た 」
17 ）

。 Smart は
，

こ れ に 加 え て ， 「た だ 悔 い 改 め て

信 じ た と い うだ け で は 十分 で な い
， や は り一 歩一 歩 その 新 し く受 け 入 れ る 信 仰

と い う もの が 日常 生 活 に は っ き り した 証 し と な る よ う ， 十 分 な理 解 を も つ よ う

に され ね ばな らぬ 」
18）と言 っ て い る 。 初代教会 の 伝道成果を見る と， キ リス ト

教 の 信仰 に 関 して ， 時 に よ っ て 無関心 で あ り， 時 に よ っ て 敵 意 を 示 し た社 会 や

文 化 的 な 環 境 に お い て も
， 初代 キ リス ト者 は ， 聖 霊 に 導か れ て ， 激 し い 戦 い に

苦 しみ つ つ しか もイ エ ス ・ キ リス トの 主 権 に 十分装備 され て い る 証 人 で あ っ た

と 言わ ざる を え な い
。

　 こ の 関連 で ，
Edward 　Farley は Theo　logiaとい う書物 の 中 で

， 初期 キ リ ス
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ト教 教 会 に お い て ， theologia に は 二 重 の 理 解 が あ っ た
，

と 言 っ て い る 。 第
一

は
， 全 て の キ リ ス ト者 の 生 活 の 中 に あ る 「episteme ／ 知 識 と し て の theo −

logia」 と い う意味 で あ る 。
こ れ は ， 「神 や 神 に 関 す る 事柄 へ の 現 実 的個 人 的 な

認識」
19）と言 わ れ て い る 。

こ の 初 代 の キ リス ト者 の 「認 識」 は
， 信 仰共 同体 に

お い て 養 わ れ なが ら， あ りふ れ た 日常 の 現実 の 中で 鍛 え られ た 。
こ の 教 会 と 世

俗 の 間 に 生 じた 緊張 ， 初 代 キ リス ト者が よ く使 っ た 言葉 を借 り る な ら ば ，
こ の

「戦 い 」の 中か ら当時 の 教会 の 信仰 に お け る identityを育 ん だ 力 強 い 実践 的 な

知 恵 が 生 じ た の で あ る 。 theologia の 第 二 の 意味 は ， 今 も よ く使 わ れ て い る ，

キ リ ス ト教 に お け る 神 ／世 界 ／ 人 に 対 す る 熟 考 の 上 で の 組織 的 な 「scientia と

し て の theologia 」 とい う意 味 で あ る 。

　 こ こ に 出 て くる theologia の 二 つ の 意 味 を明 確 に 区別 す る た め
， 日本 文 学 か

ら
一

つ の 類 似 例 を 取 り上 げ た い と 思 う 。 後 者 の 「scientia と し て の theo−

logia」 を 俳 句 の 微 妙 な 韻 律 と す れ ば ， 前 者 の 「episteme と し て の theo−

logia」 は ， 教 会 生 活 ／ 活動 の 直中 か ら出 て く る現 実 の 社会 の 実相 に 触 れ た 川

柳 の よ う な もの に な る 。 日本 の 「美 」 に は ， 俳句 の 精 神 的 な 理 想 主 義 （ideal−

ism） と川柳 の 世俗 的 な現 実主義 （realism ）， 両 者 が 複合 し て い る よ う に 思 わ

れ る 。 少 な く と も19世 紀 ま で は ， キ リス ト教 信 仰 は
， 教 会 を啓 示 に 忠実 に 従 わ

せ る た め ， 専門職 が 携 わ っ て い る 「scientia と し て の theologia」 と 並 べ て ，

教 会 を 世俗 の 現 実 に 接 触 さ せ る た め 全 て の キ リ ス ト者 が 関 わ っ て い る 「epis −

teme と し て の theologia 」 を 取 り 入 れ て き た 。 古 代 と 同 じ よ う に ，
こ の

「episteme と し て の theologia 」 は 宗 教 改 革 の 教 会 に お い て も非 常 に 大 切 で あ

っ た が ，
19世 紀 の 始 め ご ろ 「神学 」が 大学 の カ リキ ュ ラ ム に 組 み 入 れ られ た 時

か ら ，
こ の 全 て の キ リス ト者が 携 わ っ て い る 次 元 が 失わ れ る よ うに な っ た 。

こ

の 点 に は 後で も う
一

度戻 る こ と に す る 。

B ．中世 と宗 教 改 革 期 に お け る 教 育

　中世 の 長 い 時代 に は ， 教会教育使命 が 劇 的 な 変遷 を し た 。 段 々 と ， ミ サ つ ま

り聖 餐 の sacrament が 恵 み の 本 質 的 な 手 段 と し て 解 釈 さ れ て い く中 で ， 御言
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を教 え る こ と と説教 す る 務 め は軽視 さ れ ， 全 くす が た を消 して し ま っ た 場合 も

あ っ た 。 信仰 の 基本 を学 ん で い な い 両 親 は ， 当然自分 の 子 ど もに 教 え る こ とが

で き なか っ た 。 そ の 現状 に もか か わ らず ， 主 に ベ ネ デ ィ ク ト派 と他の 修道 会 の

働 き に よ っ て ， 聖 書 の 歴 史 物 語 と 教 会史 は ， 信者 が 礼拝 を す る聖 堂 の 宗教絵

画 ，
ま た は 教 会 暦 に 定 め られ た お 祝 い や 民 間 芝 居 な どを 通 し て ，

ヨ ー ロ ッ パ の

文 化 に 結 び つ い て い っ た 。
ヨ ー ロ ッ パ 諸国 の 有 名 大 学 は ， 中世 に 創立 さ れ た

が ， そ れ は 主 に 聖 職 者養成 に 集 中 し て い た の で ， 信 徒 の 教 育 に 関 して 間接的 な

役割 しか 果 た さ なか っ た 。

　 そ れ ま で 野 蛮 で あ っ た ヨ ー ロ ッ パ 大 陸 の 社 会 ， 文 化 ， そ し て 政治 の 世 界 ま

で
， 理性 と啓示 を統合 した トマ ス 主義神学 を背景 と した キ リス ト教 文化 が 浸透

し支 配 し て い っ た 。 当時 の 教 会 の 教 え る 権威 （teaching 　 authority ） 1ま，　 Con −

ciliar 　 Model 信 条 会 議 主 義 の モ デ ル か ら ， ト マ ス が 提案 し た magesterium

cathedrae 　pastoralis 「司 教 の 教 え」 と magesterium 　cathedrae 　rnagistralis

「神学 教 師 の 教 え」 とい う二 重 モ デ ル に 変 え られ ， 段 々 と中央 集 権 化 され て い

っ た 。 神学的に 熟考す る こ とが ，
ロ ー マ 教会 の 聖職者階級 の み の 務め とな っ た

時 ， 信徒 の 強健 な信仰 を育成 し よ う とす る 動機 が 失 わ れ て し ま っ た の で あ る 。

中世 の ヨ ー ロ ッ パ の ほ とん どの 人 は
， キ リス ト教 の 伝統 と生 活 の レ ベ ル で は直

観的 な親 しみ を持 っ て い た が
， そ れ は 初 代 キ リ ス ト者の 教 養 あ る信 仰 か ら遠 く

は な れ た ， 知 的 吟 味 を 経 て い な い 親 近 感 で あ っ た と 言 え よ う 。 大 学 以 外 の と こ

ろで は ， 聖 書 ， 歴 史 ， 教 理 の 組織 的 な 教授 は ほ とん ど な さ れ な か っ た 。 ア ッ シ

ジ の フ ラ ン チ ェ ス コ や ノ ー リジ の ジ ュ リア ン の よ うな 例外的存在 を除 い て ， 教

会 の 下 に 育 成 さ れ た キ リ ス ト者 各 自の 信 仰 の 主 体 的 実存 的 な 次元 は
， 非常 に 軽

視 さ れ る と い う 悲劇 が 起 こ っ て し ま っ た の で あ る 。

　 こ の ヨ ー ロ ッ パ の
“

Corpus 　Christianum
”

／ キ リス ト教世 界 の 広 が りの 中で

は ， 伝道 と い う大 事 な教 会 の 務 め は す で に 実現 さ れ た ， と い う見方が一 般 に な

っ た 。 大規模 な世俗 的権 力 と の 結合 と い う状 況 に お い て ， 中世 教 会 が 信仰育成

の 失敗 をは っ き り示 して い る の は， イ ス ラ ム 教 か らの 挑戦 を知 覚 した 時 に ヨ ー

ロ ッ パ に 起 こ っ た 宗教 的な 熱狂 主 義 と い う痛 ま しい 現 象 で あ っ た 。 初 代 教会 に

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

　 プ ロ テ ス タ ン ト教 会 の 教 育 使 命 に お け る権威 の 喪失 と 実践 神学 の 発 展 　
一一 135 一

あ っ た 福 音 宣 教 へ の 熱 意 は
， 十字軍 の 軍事的な 冒険 主義 の フ ァ ナ テ ィ シ ズ ム に

ゆ が め られ て し ま っ た 。 実 に ， 中世 の 教会 の 育成 の 使命 に と っ て ， と りか え し

の つ か な い 多 くの も の が 失 わ れ た 結 果 と言 わ ざ る を え な い 。

　あ る程度 こ の 背景 を 理 解 して も ，
ル タ ー の パ ウ ロ 的な 信 仰 義認 へ の 復 帰 が

，

当 時 の カ トリ ッ ク教 会 に どれ ほ ど巨 大 な 衝 撃 を与 え た か
， 私 た ち 20世 紀 の キ リ

ス ト者 に と っ て は な か な か 実感 し に くい もの で あ る 。 当時 の Roman 　 Mages ・

terium （中央 集 権 ） は 最 初 か ら，
ル タ ー の 動 き を 教 会 の 教 え へ の 直 撃 弾 と し

て 捉 え た 。
ロ ー マ に よ り正 式 に 破 門 さ れ る 以 前 に

，
ル タ ー の 抗議 文 書 は す で に

い くつ か の 大 学 の 神学 部 で 問題 に さ れ て い た こ と を忘 れ て は な ら な い
。

こ の
一

匹 狼 で あ る 修 道 士 と そ の 危 険 な 破 壊 行 為 に 対 し て ，
ロ

ー
マ が そ の 全 努力 を 集 中

さ せ 対 決 し よ う と し た 。 カ ト リ ッ ク に よ る反 動 大 改 革 の
一

つ の 具 体例 と し て ，

現 在 カ ト リ ッ ク の 信者 に も プ ロ テ ス タ ン トの 信者 に も
， 愛 読 さ れ て い る ア ビ ラ

の テ レ サ の 著 作 を 見 て み よ う 。 「完 徳 へ の 道 」 を読 ん で み る と
， 彼 女 が 1560年

頃 カ ル メ ル 修 道 院 を 設 立 し た 主 な 動 機 は ， 「ル タ
ー

派 」が カ ト リ ッ ク 教 会 と ヨ

ー ロ ッ パ 社 会全 体 に 及 ぼ した 「害 と破 壊 」 を根 こ そ ぎ に 亡 ぼ す た め で あ っ た の

で あ る
20 ）

。

　 ロ ー マ の 司 教 や 神学 者 の 口 を 通 して で な け れ ば
， 教会 は

一
体 ど こ に 行 っ て

，

権威 あ る教 え に 満 ち た 神 の 御言 を 聞 け る だ ろ うか 。 初 期 の ル タ ー の 著 作 を 見 る

と ， 教 会 に お け る教 え る た め の 権威 が ， 聖 書 ， 教 会 会 議 ， 伝 統 ， 教 職 ， 個 人 の

良心 な ど に 分散 さ れ て い る 。 し か し ， 1519年 ， フ ス の 裁判 の 判 決 に 関 して エ ッ

ク に 問 わ れ た 時 ，
ル タ ー は フ ス に 同調 し ，

ロ ー マ 教 皇 も， 教 会 会 議 も， 聖 書 の

教 え に 反 した 信条 を定義 す る こ と は で き な い と い う sola 　 scriptura っ ま り 「聖

書 の み 」 と い う態度 を 取 っ た 。
ル タ ー は ， 最 後 ま で 断 固 と し て 聖 書 を究 極 的 な

権威 と し て い た が
， し か し そ の 著作 を通 じ て ， 彼 は 第 二 義 的 な権 威 を伝 統 ， 教

職 ， 教 会 の 会 衆 ， 神学教 義 ， 個 人 の 良心 に 与 え た こ と を忘 れ て は な ら な い
。

　第二 世 代 の 宗教改 革 者 カ ル ヴ ァ ン は
， そ の sola 　scriptura の 叫 び を取 り上 げ

て ，
MagesteriUIn へ の 反 論 を 展 開 させ な が ら ， そ の 原 理 に き ち ん と し た 組織

的 な 表 現 を与 え た 。 聖 霊 の 働 き を ， 教 会 の 教 職 の 務 め や カ リス マ で は な く，
聖
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書 の み に 固 定 し て 1か れ ら は ， 教 会 の 権 威 を神 の 御 言 葉 の 外 に 置 く， しか しわ

れ わ れ は ，
こ れ を御 言 葉 に 結 び付 け ， そ こ か ら引 き離 す こ とを 許 さ な い の で あ

る」
21 ）

と言 っ て い る 。
こ の 聖 書 へ の 理 解 に 関 し て 注 目 に 値 す る

一
つ の 結 果 は

，

カ ル ヴ ァ ン が 教会 の 教 え る務 め に 重点 を置い た こ とで あ る 。 Osmer は ， 「カ ル

ヴ ァ ン に お け る教会像は， 第
一

義的 に 『教師』 で あ る とい う主 張 に は 説得力が

あ る」
22 ）と言 っ て い る 。 神 と人 と の 関 係 を描 くた め ，

カ ル ヴ ァ ン は ， 1生 徒」，

「教 え」， 「教師」， 「教育 す る」 な どの 教育 用 語 を よ く用 い て い た 。 キ プ リア ヌ

ス の 有名 な母親 の メ タ フ ァ
ー を 借 りて ， 全 て の キ リス ト者が 教会 の 中で 終生養

わ れ る必 要 が あ る こ と を 強調 し て 次 の よ う に 言 っ て い る 。 「わ れ わ れ は こ の 母

の 胎 内 に み こ も られ ，
こ の 母 か ら産 み お と さ れ ，

こ の 母 の ふ と こ ろ で 育 て ら

れ ，
つ い に ， こ の 母 の 指導監 督 の も と に 見 守 られ て ， 最 後 に 死 す べ き 肉 を脱 ぎ

捨 て て
， 天 使 た ち の よ う に な る に 至 る の で な け れ ば， 生 命 に 入 る道 は な い か ら

で あ る」
23 ｝

。

　 宗 教 改 革 時 代 に は ， 各 地 の 個 々 の 改 革 派 教 会 が ， 初 代 教 会 に お い て 主 役 を 担

っ て い た よ うな御言 の 教 え と説教 の 復 興 を経験 した 。 ま た ， 信仰告 白の 必修準

備 講 座 と し て ， カ テ キ ズ ム 教 育 が 復 活 さ れ た 。 そ の 活 動 の た め に 当時 発 明 さ れ

た 活版印刷機 が う ま く活 用 さ れ ，
ル タ ー が 考 え 出 した 新 し い ジ ャ ン ル で あ る 教

理 問答書 が 各々 の 母 国 語 の 話 し言葉 で 書 か れ た 。 そ し て ル タ ー は 早 い 内 に ウ ィ

ッ テ ン ベ ル ク に Agricola と い う人 を 教 理 問答 の 教師 （catechist ） と し て 雇用

した 。 さ ら に ， 改 革 派 教 会 は 全 て の キ リ ス ト者 の 両 親 に
， 家 庭 の 自然 な環 境

で ， 自分 の 子 ど もた ち に 聖 書 と教理 を教 え る こ と を期 待 し た 。

　 ル タ ー は ， 決 し て 現 代 の 意味 で の 個 人 主義者 で は な か っ た が ， 「小 教理 問答」

な ど で
， 信 仰 に お け る pro　 me の 主 体 的 な 次 元 を 程 良 く強 調 し て い る 。 例 え

ば ， 信徒信 条の 第
一 条 （創造）に つ い て 「私 は ， 神が す べ て の 物 と共 に ， 私を

つ くり給 うた こ と を信 じ る 」 と 言 っ て い る
。 教 会 教 育使命 に お い て

，
こ の 個

人 ， 人格 や 主 体的 な 面 は 非常 に 大切 で あ る とル タ
ー

に は 分 か っ て い た 。
こ の 関

連 で ， 「聖 霊 と キ リス ト教 信仰 」 と い う項 目 に お い て ，
バ ル トは 「共 同体 が 存

在 しな けれ ば， 聖 徒 もな い が ， 聖徒 が 存在 し な け れ ば 共同体 もな い 」 と語 り，
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イ エ ス ・キ リス トの 啓 示 に 照 ら さ れ た 全 く新 し い 自己 と 共 同体 の 関係 に つ い て

論 じ て い る 。
バ ル トは 絶 え ず ， 宗教 改 革以 後 の ヨ

ー
ロ ッ パ 啓 蒙 時 代 が 生 み 出 し

た 「自律的個人 主 義」 に 対 す る は げ し い 批 判 を した が ，
ル タ

ー と キ ル ケ ゴ ー ル

に 同意 して ， 「私 」 と い う
一

人 称 単 数 を 主 語 と す る 賛 美 歌 や 詩 編 や 洗 礼 式 告 白

文 が 昔 も 今 も あ り， ま た そ う し た もの を用 い る こ とが 全 く正 し い ほ ど に pro

me モ テ ィ
ー フ

， す な わ ち 「私 に と っ て 」 と い う個 人 的 内 的 信 仰 に お け る 実 存

の 重 要性 を 認 め ， 次 の よ うに 言 っ て い る 。 「キ リス ト教 信 仰 が ， 「私』 とい う主

語 で 賛 美歌 を歌 う こ と を 許 さ れ ， ま た 歌 うべ き で あ る とい う ほ ど に 徹 頭 徹 尾 実

存的 な 信仰 で あ る とい う こ と を承認 し つ つ
，

そ の 『私』 を 非神話化す る と い う

こ と が 必 然 的 に 起 こ る こ と も 話わ ね ば な ら ぬ 。 『生 き て い る の は ， も は や 私 で

は な い
。 キ リス トが 私 の うち に い き て お ら れ る の で あ る 』 とパ ウ ロ が ガ ラ テ ヤ

2 ：20で 遂 行 し た 『私 』 の 非 神 話化が 起 こ る で あ ろ う」
24）と 言 っ て い る 。

バ ル ト

神学 に お い て は ， 人 間 の 応答 に は 全 く余 地 が な い と言 う理 解 は ，
T ．　E 　Tor −

rance が よ く指摘 す る よ う に ， 悲 劇 的 な 誤 解 で あ る 。
　 Torrance は 「人 間 性 に

現 れ た イ エ ス ・ キ リス トは ， 「全 て は 恩寵』 が 「人 間 は 何 も な い 』 とい う意 味

を 持 つ の で は な く， む し ろ そ の 正 反 対 ， 自発 性 と 自由 に お け る神 の 愛 に 対 す る

満 ち 満 ち た ま こ と の 人 間性 と し て の 人 間の 応 答 が 取 り戻 さ れ て い る 押 と言 っ

て い る Q

　 カ ル ヴ ァ ン は教 会 ， 社会 と個 人 の 関係 を包 括 的 に 考 え て ， 全 て の キ リ ス ト者

の 生 活 の 場 の 隅 々 に ま で ゆ き亘 っ て い る vocatio （召 命） に 重 点 を置 い た 。 御

言 の 指 導 の 下 で ， 人 生 全 体 が co 　ram 　Deo す な わ ち ， 神 が 中 心 と な っ た 生 活 に

な ら ざ る を え な い
26 ）

。
こ の 概 念 は 特 に 17世紀 の 英 国 の ピ ュ

ー リタ ン 派 に 大 き な

影 響 を 及 ぼ し た 。 宗 教 改 革 に よ っ て ， 教 会 教 育 使 命 は ， た だ 古 代 に 戻 っ た

（repristination ）の で は な く， 新 しい 状況 に お い て そ の 使命 に 新 し い 方向性 を

与 え た とい う こ と を 言 わ な け れ ば な ら な い
。

　 こ こ で
， 現 代 「実践 神学」 の 発展 に お け る最初 の 二 つ の 段階

27 ）を紹介 す る こ

とが 適 切 で あ る と 思 わ れ る 。 中 世 に お い て ， 教 区 司 祭 が 告 解 の 秘 跡 を与 え る た

め の 指針 が 必 要 に な っ た 時 ， 道徳神学 と思 弁 神 学 　　プ ロ テ ス タ ン トで い う倫

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

　 一 138 −一

理 と組 織 神 学
一 を 分 離 す る よ う に な っ た 。 や が て

， 「破壊 的 な 救済論」 の 下

で 個人 と社会 の 道徳 が 問わ れ て い る ，
と い うカ トリ ッ ク か らの 批判 に よ っ て

，

プ ロ テ ス タ ン ト側 も段 々 と倫理 に 対 し て 関心 を示 す よ うに な っ た 。

　実 は ，
こ の コ ン テ キ ス トに お い て ， キ リ ス ト教倫 理 が 実践 神 学 と呼 ば れ た 時

期 が あ っ た 。
こ の 倫 理 的 な 関 心 を 表 わ した

一
つ の 顕 著 な 具体 例 を挙 げ る と ， 英

国 の ピ ュ
ー リタ ン 派 の 「良心 の 実例」文 学 とい う もの が あ る 。

ル タ
ー

とカ ル ヴ

ァ ン に 従 っ て
，

ピ ュ
ー リタ ン 派 も神学 を実 践 的 な統

一・
さ れ た 学 問 と して 理 解 し

た 。 例 えば ，
Ames は 「神学 は神 へ と生 き る教理 で あ る 。

… … こ の 与 え られ た

人生 そ の もの は
， 当然 ，

ま こ と に私 た ち の 最 も大 切 な信仰 の 実地 で あ る か ら，

神学 は 思 弁的で は な くて ， 実 践 的 な学 問 で あ る こ と は 自明 で あ る 」 と 言 っ て い

る
28 ）

。 Osmer は ま た ， 「Ames は
， 神 学 の 内 に あ る 『信 仰 』 と 『実 践 』 と い う

次 元 を 区別 して ， 前者 は教 理 の 事柄 に ， 後者 は神 の 御前 に 教会 と個人 の 生 活 を

秩 序付 け る こ と に 集中 す る 」
29 ）と 言 っ て い る 。 Ames は ま た ， 家 庭 ， 職 場 ， 社

会な どの 場 に お い て 与 え られ た 召 命 を生 き抜 き なが ら ， キ リ ス ト者が 「生 きる

術 」 を学 ば な け れ ばな らな い と 言 っ て い る 。
こ の よ うに して ， 初代教会 の 経験

と同じ よ うに ， 神学は再び共同体の 信条だ けで はな く，

一
人

一
人 の キ リス ト者

の 行動 と結 び つ くよ うに な っ た 。 教職者 だ け に で は な くて
， 全 て の キ リス ト者

に 召 命 が あ り ， 全 人 生 は そ の 召 命 に 対 す る 応 答 で あ る とい う こ とな の で あ る 。

　学問 と し て の 実 践 神 学 の 発 展 に お け る 第二 段階 は
，

17世紀 の 改 革 派神学者

Gisbert　Voet が よ り幅広 い 定義 を提案 し た 時 か ら始 ま っ た 。
　 Voet は， 「道

徳」， 「苦行 」あ る い は 「禁 欲」 （キ リス ト教的 なパ イ エ テ ィ ／敬虔）， それ に 教

職 に よ る 管理 ， 説教 と教理 問答の 務 め を含 め た 「教 会的行政 組織 」 と い う三 つ

の 領域 に 基 づ い た 実 践 神 学 の 定 義 を し た 。
Osmer は 「こ の 三 つ の 領域 を統合

さ せ る もの は 明 確で あ っ て
，

三 つ の い ず れ もが ， 教 会 や 普 通 の キ リス ト者 の 実

際 の 牛 活 と 密 接 に 繋 が っ て い る 実 践 の 姿 と の 関 わ り を持 っ て い る 」
3 ° ）と 言 っ て

い る。 先 ほ どの 英国の ピ ュ
ー リタ ン派 と同様 に ， 全 て の 神 学 は本質 に お い て ，

信 仰生活 に 深 く関連 し て い る 実践的 な もの で あ る と
，
Voet も信 じて い た 。 し

か し 彼 は 実 際 に 教職 の 教 育 に 携 わ っ て い た 人 で あ っ た の で ，
こ の 拡 大 した 実 践
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神学定義 は
， 専門教職養成を重視 した もの と な っ た の で あ る 。

　教会教 育使 命 の 歴 史的発展 に 戻 ろ う 。

C．福音復興 と 日曜 学校 運 動

　 18世 紀 に な る と ，
プ ロ テ ス タ ン ト改革 の 最 初 の 熱 中 は 消 え た 。

ヨ ー ロ ッ パ 全

体 に 深 い 傷 を残 した 宗教戦争 の 余 波 に よ り ，
プ ロ テ ス タ ン ト諸教会 は 片や 静的

な ス コ ラ 主 義 に 捉 え ら れ ， 片 や 理 神 論 的 な 合理 主 義 の 自信満 々 な 自慢 話 に よ っ

て 騙 さ れ て し ま っ た 。
ヨ ー ロ ッ パ と ア メ リカ の 教養 の あ る 階 級 に お い て

， キ リ

ス ト教 は段 々 と水 準 の 高 い 常 識 の よ う な もの と し て 理 解 さ れ た 。 こ の コ ン テ キ

ス トに お い て
， 福音復興 運 動 リヴ ァ イ ヴ ァ ル が 英国 と ア メ リ カ で 広 が っ て い っ

た の で あ る 。 教会 や 野 原 な ど で ， 悔 い 改 め と決 断 を 呼 び 起 こ そ う と す る 福 音

が ， 情 熱 的 な 伝 道 者 に よ っ て 宣 べ 伝 え られ た 。 何 千 も の 人 々 が 教 会 に 加 え ら

れ ， 教会 は そ の 人 々 の 回心 後 の 大 切 な 育成 の 業 に 取 り組 ん だ 。 ち ょ う ど こ の 重

大 時 期 に ， Raikes が Gloucester の 読 み 書 き の で き な い 子 ど もた ち を教 え よ う

と
，

つ つ ま しや か に 始 め た もの に 端 を発 した 日曜学校運動が ， 枯れ 草 を燃 や す

火事 の よ う に 急速 に ア メ リ カ と ヨ ー ロ ッ パ 大 陸 で 広 が っ た 。

　Raikes は 聖 書 レ ッ ス ン の 他 に
， 読 み ， 書 き， 算数 な ど を 重視 した が

，
ス コ

ッ トラ ン ド， ア メ リカ ，
ヨ ー ロ ッ パ 大陸 に お け る 運 動 は ， 宗 教 一L の 学習 だ け に

焦 点 を合 わ せ た 。 多 くの 場 合 教 会 の 正 式 な 許可 を 得ず ， 熱心 な ボ ラ ン テ ィ ア の

指導 の 下 で ， 新 し い 日曜 学校 が 次 か ら 次 へ と創 立 さ れ た 。 初 め か ら 日曜 学 校運

動 に 対 す る 反 応 は ま ち ま ち で あ っ た が
，
20世紀 ま で そ れ は 続 い た 。

一
方で ， 高

名 な教 会 と 社 会 指 導 者 た ち は ， 日 曜学 校運 動 は ヨ ー ロ ッ パ と ア メ リ カ の 安 定 し

た 社会 秩序 を 脅 か す よ う な 革命的 な精神 を 呼 び 起 こ す も の だ と思 い こ み
， そ の

運 動 に 反 対 した 。 実 は ，
こ の 恐 れ と不 信 の 雰 囲 気 の 中で ， 幾人 か の 日曜 学 校 の

ボ ラ ン テ ィ ア が 迫害 を受 け ， こ の こ と に よ っ て
，

こ の 運 動 に 前か ら潜 ん で い た

反教 職 主 義 が 強 め られ る こ と に な っ た 。

　 もう
一

方 に お い て ， 日曜 学 校運 動 は 福 音 復 興 運 動 家 に よ っ て ， 大 変暖 か い 歓

迎 を受 け た 。 し ば し ば
， 日曜学校 運 動 に 反 対 し て い た 教職 者 と一ヒ流 階 級 の 人 た
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ち は ， 福音復興運動家 の 働 きに 対 して も不満 を抱 い て い た 。 こ の 断絶 の
一

つ の

結 果 と し て
， 日曜学 校運 動 は ます ます 反 教職的 と な り， また 福音主 義 的 な様相

を呈 して きた 。 日曜学校 は ， 教会 の 周 辺 に あ る para −church の よ う な別 組織

に な っ て い き ， 革命 派 や ピ ュ
ー リタ ン 派教 会 の 伝 統 と異 な っ た ， 独 自の賛 美歌

や 礼拝式 な どを造 り出 した 。 キ リス ト者の 家庭 とそ うで な い 家庭 の 子 ど もた ち
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ ン ザ ア

　ジ ヨ ン

を区別 せ ず ， 日曜学 校 の 究 極 的 な学 習 目標 は 「回心 の 経験 」 で あ っ た 。 日曜 学

校 は ， 世 界 宣 教 団体 と密 接 に つ な が っ て お り ， 多 くの 子 ど もた ち は ま だ 若 い う

ち に ． 異 教 徒 の 国 々 で の 福音宣 教 の た め 献身す る こ と を決断 した 。 明 治時代 に

来 日 し た 宣 教師 の 信 仰 は ， 実 は こ の よ うな 日曜学校 に お い て 育成 さ れ た と言 え

よ う。

　1847年 に 出版 さ れ ， 古典 とな っ た Christian　Nurtureの 中で ，
　 Horace　Bush−

nell は 日曜 学校 の ア プ ロ
ー

チ を ， あ ま りに も回 心 に 重点 を置 い た こ と に よ っ て

子 ど もた ち に 害を与 え， 聖書か ら外れ て ゆ くと い う傾向 をお こ させ た と指摘 し

て
，

は げ し く挑 戦 した
。 子 ど もは

， 親子 が 共同 生活 を し て い る
，

生 きた 有機的

な 家族 とい う も っ と 大 き な コ ン テ キ ス トに お い て 理 解 され な くて は い け な い
，

と言 っ た。 「純粋 に
， 完全 に 独立 して ， 全 く自分 だ け の 世界 に ， ひ と り生 き て

い る個 人 な ど と い う もの は
， 単 な る架空 の 人物 で あ っ て

， そ ん な 人 間 は ，
か つ

て な か っ た し， ま た 有 り得 な い も の で あ る 」
3 ’）

。 こ の 個 人 主 義 へ の 批 判 は 今 で

も痛烈 で 当た っ て い る面が あ るが
， 親 に よ る 「影響 」 と い う概 念 を余 り理 想 化

し て し ま っ た と い う点 に お い て
，

Bushnel1 は 親 子 の 信 仰 の 継 承 に 関 し て ， 聖

書的 な 理 解 を越 え て し ま っ た と 言わ な けれ ばな ら な い
。

　福音復興運動 の 感情 的情緒性 をパ ロ デ ィ
ー 化 す る こ とや ， 日曜 学校運動 の 神

学 的 な 欠 点 短 所 を指 摘 す る こ と は た や す い こ と で あ る 。 しか し
，

こ の 両者 の 歴

史 を ゆ っ く り眺 め る と
， や は り復 興 運 動 に よ っ て 救 わ れ た 大勢の 人 を 迎 え て

，

信 仰 共 同体 に お い て そ の 新 鮮 な 信 仰 を育 て よ う と し な か っ た 当時 の 既 成 教 会 を

も批判 す べ き で は な い だ ろ うか 。

　 さ て ，
こ こ で また 実践 神 学の 発 展 に 戻 ろ う。
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D ．「神 学 諸 科 解 題 」 （Theological　Encyclopedia） と実践 神 学 の 教職 化

　す で に ， 道徳 と思 弁神学 の 区別 に 基 づ い た 実 践 神学 の 発 展 の 第
一 段 階 と

Voet の 定 義 に よ る 第 二 段 階 を 説 明 し た 上 で ， 今 の 論 議 に 並 行 して ， も う
一

つ

の 大 切 な 発 展 を 紹 介 せ ざ る を え な い
。 そ れ は ， 19世 紀 の 初 め 頃 に ， 「scientia

と し て の theologia ／ 神学」 は
， 教 会 と近 い 関係 に 置 か れ て い た 神 学 校 か ら ，

新 し く創 立 さ れ た 大 学 に 移 さ れ た 。
こ の 変化 に つ い て ， Osmer は ， 「piety が

す っ か り失 わ れ た 次元 の 『神学』
… …

つ ま り本来 神 学 が 全 て の キ リ ス ト者 の 召

命 と関 わ っ て い る と い う意識 が ， 全 く消 え て し ま っ た 」
32 ）

と言 っ て い る 。 大 学

に お い て ，
プ ロ テ ス タ ン ト神 学 は 初 め て ， 今 で は 普 通 に な っ て い る 聖 書 ， 組

織 ， 歴 史 ， 実践 と い う 四 つ の 学問分 野 に 分 け られ た 。
こ の 新 た な 大 学 の 観点 か

ら ， 四 つ の 個 別 的 な 学 問 が ど の よ うに し て 相 互 に 関連 す る か ， ま た 教 会 と ど の

よ うな 関係 が あ る の か と い う抽象的問題 に 応 答 す る た め に ， 「神 学 諸科解 題 」

とい う新 し い ジ ャ ン ル が 登 場 し た 。 1831年 に ， や が て 「神学 諸科解 題 」 と い う

ジ ャ ン ル の 古典 に な っ た シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー の 倫 鷹 　1）arstellung 　des

theologisches　 Studiens が 出 版 さ れ た 。 シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ
ー

の 神学 内 容 自体

を推 薦 す る の で は な い が ， 私 た ち は ， 実 践 神学 の 位 置 に つ い て 彼 の 示 唆 に 富 ん

だ 考察 を 無視 す る こ と は 出来 な い
。

　 神学 の 諸 学 問分 野 間 に お け る 統
一

と異 な っ た 務 め を 定 義 す る た め ，
シ ュ ラ イ

エ ル マ ッ ハ ー は 純粋科学 と実証 科学 に 分 類 した 。 例 え ば生物 な ど の 純粋 科学

は ，

一
つ の 特殊 学 問分 野 に 限 られ て ， そ の 分野 の 理 解 を拡 張す る た め の 知 識 探

究 を 意味 す る 。 純粋科学 と対 比 し て ， 神学 な ど の 実証 科学 は
， 本 質 的 に 多 くの

学 問 領 域 に わ た っ て ， 「一 つ の 特 殊 な 実 践 に 関連付 け る こ と に よ っ て ， 他 の 状

態 に お い て 別 々 に 扱 わ れ て い る い くつ か の 要 因 と な る も の を
一

緒 に 扱 う こ

と」
33 ）と言 っ て い る 。

　 聖 書 ， 組織 ， 歴 史 ， 実践 と い う四 つ の 学 問 分野 の 代 わ り に
，

シ ュ ラ イ エ ル マ

ッ ハ ー は ， 哲 学 ， 歴 史 ， 実 践 と い う三 つ の 神 学 部 門 を 提案 し た 。 簡潔 に 言 う

と
， 哲学神学 の 役 割 は

，
キ リス ト教 に お け る特殊 な 真髄 を把 握 す る こ と に よ っ

て ， そ の 根本概念 を 明 確 に す る こ とで あ る 。 聖 書学 と教会史 を 含 む 歴史神学 の
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役割 は ， そ の 真髄 を よ り深 く， 歴 史 的 な進 化 と解釈 に よ っ て 説明す る こ と で あ

る 。

　 そ し て シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー
に よ る 実践神学 の 役割 は ， 教会指 導 と施政 に お

け る 「ハ ウ ツ ー 」 もの の 次 元 に 焦 点 を合 わ せ て い る 。 実 践 神 学 の 務 め を説 明 す

る た め ，
シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー は 「technik 」 と い う言葉 を 用 い た 。

こ の 「te−

chnik 」 は
， 現 在 普 通 使 わ れ て い る 「technology 」，

つ ま り 「物事 を 改 変 ・加

工 し 人 間 生 活 に 利 用 す る 業」 と混 同 し な い よ う に 気 を付 け な け れ ば な ら な い
。

む し ろ ， シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ
ー に お け る 「technik」 は

一一
つ の 実践 を 行 う た め

に ， あ る理 論 と具体 的 な行 動 に お け る規 則 と を結合す る と い う意 味 を 持 っ て い

る 。 英 国 の ピ ュ
ー

リ タ ン 派 の 強調 点 の 名残 を 留 め て ， シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー

は
， 指導者が 変 わ りつ つ 教 会 生 活 に お い て 義務 を果 た す た め の 実際的 な 「わ ざ

の 規 則 」 と い う表 現 を使 っ て い る 。
こ の 教会 の 指 導 者 の 創 造 性 に 頼 っ て い る 規

則 は律 法 で あ る よ り も， 「哲学神学 ， 歴史神学及 び教会 の 現 状 に よ り提供 さ れ

て い る神学的観点 と倫 理 的観点 の 間 に 生 じ る ガ イ ドラ イ ン で あ る 」
34 ）と Osmer

は 指摘 し て い る 。 シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー に よ る 実 践 神 学 の 定 義 は ， 教 職 の み に

制限 さ れ て い な い
。 教会 の 務 め の 根本 が ， 「魂 の 救 済 」 と い う表 現 で 表 わ され

る ， 「全 て の キ リ ス ト者 を よ り深 い
， よ り個人 的 な 信 仰 理 解 に 導 くこ と 」

35 ）に あ

る と シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー は 考 え て い る 。 そ の 意味 に お い て ， 古代教会 と改 革

派 教 会 の 基 本 線 に 沿 っ て ， 少 な く と も可 能 性 と して ， 全 て の キ リス ト者 は 実 践

神学者 で あ る 。

　ア メ リ カ の 教 会 に こ の 「神学諸科解題 」 を 紹介 し た Philip　Schaff も ， 「教

会 の 務 め を 助 け る神 学 的 な 吟 味 熟 考 」
36）と い う シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー

に よ る 実

践神学定義 を強調 した 。 「万人祭 司」 と い う改 革教理 を支持 して
，
Schaffは

「全 て の 教 会 活 動 に お け る牧 師 と会 員 の 協力 」
37 ）

に 重 点 を置 い た 。

　 シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー と Schaff に は ， 信 徒指導者 を含 む 実践 神学 理 解 が あ

っ た に も拘わ ら ず ， 実践神学 は 段 々 と教職 の 務 め と機能 の み に 焦点 が 合わ せ ら

れ る よ うに な っ た 。 こ の 傾 向 の 結 果 と して ，
い わ ゆ る 「教 職 化 さ れ た 」 実 践 神

学 は ， 聖書， 組織， 歴史神学 の 各部門 の 知識を適 用 す る務 め に 集中 して
， 「牧
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会 神 学 」 と し て 知 られ る よ う に な っ た 。 しか し ， 真剣 に 理 論 と 実 践 の 複 雑 な 関

係 を 吟味熟考す れ ば ， 応 用 神学 と し て 見 られ た 実践 神学 は ， 嘆 か わ し い ほ ど に

不 十 分 で あ る と言わ ざ る を え な い と 思 う。
Farely は こ の 「神学諸科解 題 」 の

時期 に 関 して つ ぎの よ う に 言 っ て い る 。 「ヨ ー ロ ッ パ の 『神 学 諸 科 解 題 』 運 動

は 神学 校 の 歴 史 に お い て 実質 t の 破壊 の 構成要 素 と な る 。 キ リ ス ト教 教 職 教育

の 歴 史 に お い て は
，

こ の 「神 学 諸 科 解 題 』 運 動 と そ の 背 後 に あ る概 念 が
， 最 も

大事 な 出来事 で あ る と同 時 に ， 教職教育 の 伝統 か ら の 最 も 根本的 な 背反 で あ

る ，
と 言 っ て も過 言 で は な い 」

38 ）
。

最 後 に

　第 IIの 論文 に お い て
，
20世紀 ま で の 教会教育使 命に お け る大 ま か な 変遷 を 見

て ， 古代教会 と宗教 改 革 後 の 教 会 教育使命 との 間 に
一 致 した 理 解 を取 り戻 す こ

と
， そ し て そ の 使命 を現 在 に お い て よ り よ く生 か す た め の

， 教職 ・信徒 を問わ

ず 全 て の バ プ テ ス マ を 受 け た 者 の 協力 の 必 要 性 を積極的 に 提案 し た い
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注

　D　 Brueggemann ．、Valter，　 The 　Creatit「e　 LVo　rd −
− Cα 1〜θ π as ‘〜 ルグα ノ♂ f，ノ
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