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ジ ョ ン ・ ウ ェ ス レ ー

の 職制理解

一 「1784年の 按手礼」 とメ ソ ヂ ズ ム ー

林 牧 　人

序

　ジ ョ ン ・ウ ェ ス レ ー に よ る 「1784年の 按手礼」執行は
，

メ ソ ヂ ス トの 英国国

教 会 か ら の 分 離 を決 定 づ け た 出来事 と し て
，

メ ソ ヂ ス ト， ア ン グ リカ ン 両 陣 営

か ら 注 目 さ れ て きた 。 しか し ， ウ ェ ス レ
ー

は ， 教 会 論 ，
と りわ け そ の 中心 を し

め る と こ ろ の 職制理 解 に つ い て ， ま と ま っ た 記述 を残 して い な い
。 従 っ て ，

こ

の 点 に 関す る ウ ェ ス レ ー の 思 想 を知 る た め に は
， 彼 が い ろ い ろ な 時期 に と っ た

行動 ，
人 々 に 与 え た 手紙 の 中で 折 に触 れ て な し た 発言等 の ， 膨大 な資料 の 綿密

な 研 究 が 必 要で あ る 。 本論で は ，
こ の 膨大 な 資料 の 扱 い に 示唆 を与 え る諸研究

と折衝 しな が ら ， 『日誌』， 『日 記』， 『手紙』， 『説教』等の
一 次 資料 を考 察 す る

こ と に よ っ て
， ウ ェ ス レ ー の 教 会 観 ， 職制 理 解 の 変遷 を た ど り，

ウ ェ ス レ ー 自

身 の 「1784年 の 按手 礼 」 理 解 ， な らび に ， そ の 功 罪 を明 ら か に す る 。 ウ ェ ス レ

ー と我 々 と の 間 に は ， 約 200 年余 の 開 きが あ る 。 そ の 間 ，
メ ソ ヂ ス ト教会 は 確

実 に 歴 史 を 刻 み 続 け て き た 。
これ ら を無 視 して

， 明 ら か に さ れ た ウ ェ ス レ ー 自

身 の 理 解 を そ の ま ま ， 今 を生 き る 教 会 の 形 成 に 適 用 す る こ と は で き な い
。 し か

し， 今後の 課 題 と して ， 日本基督教 団 と い う合同教会形成 に 参与 して い る 日本

の メ ソ ヂ ス トが 果 た す べ き役割 と責 任 に つ い て 考 え る た め に ，

一
つ の 指 針た り

う る もの を提示 す る こ と を 目的 とす る 。
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1． 「1784年 の 按 手 礼 」 と 問 題 の 所 在

　「1784年 の 按手礼」に 関す る ， ウ ェ ス レ ー 自身の 記録 は
， 『日誌』 に 記 さ れ た

驚 くほ ど 簡 単 な もの 以 外 ， 見 い だ せ な い
。 し か も こ れ だ け で は ， 任 命 に 按 手 が

伴 っ た の か ， どの よ う に 執行 され た の か は ま っ た くわ か らな い
。 しか し ， こ の

「任 命 」 が 按 手 礼 を指 し て い る こ と は ， 『日記 』 に 残 され て い る 「按 手 した （or −

dained）1 と い う言葉 か ら明 らか で あ る
1）

。 さ ら に ， ウ ェ ス レ ー に よ っ て コ ー

ク に 与 え られ た 「按 手 礼執 行 証 明 書」 の 記 述か ら
， 按 手 礼 執行 の 状況 を， あ る

程度知 る こ とが 可能 で あ る
2 ）

。

　 ウ ェ ス レ
ー

は ， 9 月 1 日 ，
ジ ェ

ー ム ス ・ク ラ イ ト ン と トー
マ ス ・

コ
ー ク に 補

助 さ れ なが ら， 早朝 4 時 （な い し は 5時）， リチ ャ
ー ド ・フ ァ ッ トコ ー

ト と ト

ー
マ ス ・ヴ ェ イ ジ ー

に ， 執 事 （deacon ） の 按 手 を 施 し た 。 翌 朝 ， 同 じ補 助 者

と と も に 同 じ時 刻 に
， 彼 ら に 長 老 （elder ） と し て 按手 を施 し た 。 そ の 後 ，

ジ

ェ
… ム ス ・ク ラ イ トン と二 人 の 新 た に 按手 を受 けた 長老 ，

フ ァ ッ トコ ー
ト と ヴ

ェ イ ジ ー た ち の 補 助 で ， ウ ェ ス レ ー は ， ア メ リ カ ・メ ソ ヂ ス ト に お け る 監 督

（superintendent ） と し て ，
コ ・一ク に 按手 を 施 し た 。 こ れ が ， 数少 な い 一 次資

料 と ， 決 し て 多 くは な い 二 次 資料 と を 通 し て ， 推 測 し う る 「1784年 の 按 手 礼 」

の 実際で あ る
3 ）

。

　 ア メ リカ に 向か っ た コ ー ク 等 に は ，
い くつ か の 文 書が 託 さ れ て い た 。 そ の 中

の 一
つ

， 1784年 9 月 10日付 の ウ ェ ス レ ー の 手 紙 「北米 に あ る コ ー ク博 士 ， ア ズ

ベ リ ー 氏 ， 並 び に 兄 弟 た ち へ 」 は ， 「1784年 の 按 手 礼 」 を考 察 す る に あた っ て ，

ウ ェ ス レ ー 自身の 意 図 を 説明 した 貴 重 な 文 書 で あ る
4｝

。
こ の 文書 を基 礎 に ， 同

年 ／2月24日， ク リ ス マ ス 年 会 と呼 ばれ る ア メ リ カ ・メ ソ ヂ ス ト監 督教 会 と して

の 最 初 の 年 会 に お い て
，

コ
ー ク は フ ラ ン シ ス ・ア ズ ベ リ〜 に 按 手 礼 を執 行 し ，

「監 督 （superintendent ）」に 聖 別 した
。 以 後 ，

ア メ リカ ・ メ ソ ヂ ス ト監 督教会

は
， 現 在 の 合 同 メ ソ ヂ ス ト教 会 に 至 る まで

，
こ の 按 手 礼 との 連 続性 を 保 ち 続 け

て い る の で あ る
。

　 こ の 出来 事が ，
メ ソ ヂ ス トに と っ て ， きわ め て 重 要 で あ る に も か か わ ら ず ，

ウ ェ ス レ ー は 沈 黙 を 守 っ て い る 。 何 よ り も こ の 沈 黙 が ， 「1784年 の 按 手 礼 」 に
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対 す る 多様 な 解 釈 を生 み 出 して い る
5 ）

。 第 一
は ， 「1784年 の 按 手 礼 」 の 合 法 性 ，

有効 性 を問 う もの で あ る 。
こ れ は特 に

，
ア ン グ リカ ン の 立 場 で 問題 と さ れ る 。

ア ン グ リ カ ン に と っ て は ， た と え任 命 の 手 続 き が 不 備 で あ っ て も ， 「使 徒 継 承

に 基 づ い て 聖 別 さ れ た 主教達 に よ っ て
，

正 しい 形 式 と正 しい 意図」 の 下 に 聖別

さ れ た か 否 か が
一

番 の 問題 と な る 。 そ れ 故 ， 「1784年 の 按手礼」 は ， 「使徒継承

に基 づ く歴史的主教職」を持た な い ウ ェ ス レ ー が執行者 で あ っ た こ とが
，

そ の

合法性 ， 有効性 に と っ て は致命的 なの で あ る 。 第こ は ， ウ ェ ス レ ー が 緊急事態

を前 に し て ， や む に や まれ ず誤 っ た 決 定 を 下 して し ま っ た
，

と い う，

一
種 の 同

情論 で あ る 。 しか し ， 同情 の あ ま り，
こ の 緊急事 態 を放 置 した 当 時 の 英 国 国教

会側 ， あ る い は ， 「自分 た ち の 教職」 を熱望 し た 当時 の ア メ リカ ・ メ ソヂ ス ト

に 責任 を負 わ せ る こ と は
，

ウ ェ ス レ ー
自身 の 言動 に そ ぐわ な い

6）
。 第 三 は

，
ウ

ェ ス レ ー に と っ て ， 既 存 の 英 国 国教会 の 職制 を破 ら ぬ よ う， 「聖別 な い しは祝

福 」 の つ も りで 行 っ た こ とが ，
コ ー ク や ア ズ ベ リー

， ア メ リ カ の メ ソ ヂ ス トに

よ っ て ， 厂按手礼」 と誤解され て し ま っ た とい う見解で あ る。 た しか に ， ウ ェ

ス レ ー は
， 「按 手 」 と い う 用語 を避 け て い る よ う に 見 え る 。 し か し ， 私 的な 『日

記』 に は ， は っ き り と用 い て い る
。

そ の 後 も頻繁 に 続 く ウ ェ ス レ ー の 按手 礼 執

行の 経過 を見 る と き ， こ の 責 任 を ， ウ ェ ス レ ー 以 外 の 他 の 人 物 に 帰 す る こ と は

で き な い
。

　前述 の 三 つ の 解釈 は どれ も， 擁護 す る に せ よ， 批判 す る に せ よ
， 「ウ ェ ス レ

ー が 英 国 国教 会 の 僕 と し て 正 しか っ た か ， 誤 っ て い た か 」 とい う観 点 か らの 解

釈で あ る 。 もち ろ ん
， ウ ェ ス レ ー が英 国国教会 の 忠実 な僕 で あ ろ う と した こ と

は 否 定 で き な い 。 し か し ， 彼 は
， 英 国 国教 会 司 祭 と い うだ け で は 説 明 し得 な い

何か を 持 っ て い た の で は な い だ ろ う か 。 そ こ で ， ウ ェ ス レ ー 自身 の 意 図 は 何 で

あ っ た の か ， 職 制 理 解 は どの よ う な もの で あ っ た の か ， と い うこ と に 重 点 を置

い た解釈 が 生 ま れ る よ うに な っ た
7 ）

。 厂説明 し 得 な い 何 か 」 と は何 か 。 こ こ に

こ そ ， 今 回 の 論 文 が 求 め て い る ， ウ ェ ス レ ー
の 職 制 理 解 と 実践 の 鍵 が 存 在 す る

と思 わ れ る 。
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2． ウ ェ ス レ ー の 職制 理 解 の 変遷 一 「1784年の 按手 礼 」の 背 景

　 ジ ョ ン ・ウ ェ ス レ ー の 職 制 理 解 の 変 化 を考 察 す る際 に
， 前提 と な る の は英 国

国教会 の 教理 と実践 で あ る
。

そ れ が 表 さ れ て い るの は ， 言 う ま で もな く， 『39

箇条 （39articles）』 （1571年 ） お よ び ， 『祈 疇 書 （Book 　of　Common 　Prayer）』

（1662 年 ） で あ る 。
こ れ ら に つ い て ， ウ ェ ス レ ー は 次 の よ う に 述 べ て い る 。

「子 ど もの 時 か ら， わ た し は ， 神 の 啓示 と し て の 聖 書 を愛 し ， 尊敬 す る こ

と
，

そ れ に 次 い で
， 最初 の 3 世紀間 の 書 き手 で あ る初 代教 父 た ち を尊 ぶ こ

とを 学 ん だ 。 初代教会 の 次 に わ た しが 尊ぶ の は ， 世 界 で 最 も聖書 的 な 国 教

会で あ る 英 国 国教 会 で あ っ た 」
8）

。

「わ た し は， 英 国 国教 会 の 祈濤 書 ほ ど に ， 堅 実 で ， 聖書的 で ， 理 性的 な敬

虔 の 息 吹 を感 じ る 式 文 は ， 古 今 い ず れ の 言語 に お い て も ， 世 界 に 存 在 し な

い と信 じて い ます 」
9＞

。

　こ こ か ら読 み とれ る の は
，

ウ ェ ス レ ー が ， ア ン グ リカ ニ ズ ム に お い て
一

般 的

に 主 張 され る 「公 同性 （Catholic）」 を信 奉 し て い た こ とで あ る 。 『39箇条』の

もつ 豊 か さ と一 致 ， 『祈濤書 』 へ の 愛 着，
こ れ ら も また ， そ れ が もつ 「公 同性」

の 故で あ る
1°）

。 し か し ， ウ ェ ス レ
ー

の 愛 と 忠誠 心 に も関 わ らず ， 『39箇 条 』 は

広 く
一

般 に 受 容 さ れ て い た が ， 正 し く実行 さ れ な か っ た 。 例 え ば ， 福 音 は朗 読

さ れ る が 説 教 さ れ な い
。 人 々 は 受 洗 す るが 魂 は救 わ れ な い

，
と い っ た 具 合で あ

る 。 こ れ は
， 他で もな い

，
ウ ェ ス レ ー の 突 きつ け られ て い た 現 実で あ る

” 〉
。 こ

の 現 実 の 下 で ， ウ ェ ス レ ー の 教会 観 は ， 変 遷 し て 行 くの で あ る 。 英 国国 教 会 へ

の 忠誠心 と愛 ， 対 し て
， 理 想 の 教 会 と は ほ ど遠 い 英 国国教 会 の 現 実 に 対 す る フ

ラ ス ト レ ー
シ ョ ン 。 この 二 つ の 複 雑 な 緊張関係 が ， 変化 の 原 動 力 と な っ て い る

と考 え られ る 。 本章 で は ，
こ の 緊張関係 を解 き ほ ぐ し ， ウ ェ ス レ

ー が 「1784年

の 按手礼 」執行 を決 断 す る に 至 る まで の ， ウ ェ ス レ ー
の 教職 理 解 の 変 遷 を考 察

す る 。
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2．1． エ プ ワ ー ス か らオ ッ ク ス フ ォ ー ドへ

　高 教 会 主 義 者で あ る両 親 の も と ，
エ プ ワ

ー
ス の 牧師館 で 生 ま れ 育 っ た ジ ョ

ン ・ ウ ェ ス レ ー
に 与 え られ た 教 会観 は ， ま さ し く ， 高教会 主 義そ の もの で あ っ

た 。
こ の 高教会主義

12）が もつ と こ ろ の ， 初代教会 へ の 憧憬 ， 特 に
， キ リス ト教

の 最初 の 5 世 紀 の 信仰 と実践 に た い す る憧憬 は ， 「使 徒継 承 に 基 づ く主教 の 按

手 の 連続性」 を証拠 とす る， 英国国教会 の 初代教 会 との 時代 を超 え た
一 致 の 自

覚 と相 ま っ て
，

ウ ェ ス レ ー を して ， 教父研究 に 没 頭 させ た の で あ る
’3 ）

。 教 父研

究は ， 彼 に 「理 想 の 教 会 」 の 姿 を浮 か び 上 が らせ た 。 そ れ は ， 新約聖 書の 教会

と
， 最初 の 3 世紀 の 教会で あ っ た

14）
。 それ は，

コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 帝の 改宗 に

よ っ て ， 教会 と国 家 が
一

っ に な る こ と に よ り ， そ し て ， 教 会 が 迫 害 か ら解 放 さ

れ る こ と に よ っ て ， 黄金 の 時代 は 終 わ っ た
，

と す る ウ ェ ス レ ー の 見 解 に よ

る
15 ）

。
ニ ケ ア 以 前 の 教 会 に 対 す る尊敬 は ， 1725年， 彼 が 按手礼受 領 を考 え た

時， 父 サム エ ル か らの 手紙 に よ っ て ， さ らに 強 め られ た が
16）

，
こ こ で 注 目 した

い の は ，
こ の ウ ェ ス レ ー の 初代教会 へ の 憧憬 と教 父 へ の 傾 斜 が

， 既 に こ の 段階

で ， 英国国教会 へ の 忠 誠 心 と理 想 の 教 会像 と い う緊張 関係 の 萌 芽 と な っ て い る

点で あ る 。 た だ し， 彼 の 高教会 主義 は 未だ
， 親譲 りの もの に 過 ぎず， 英国国教

会 に 対 す る信 頼 は ， 疑 う余 地 が な か っ た た め ， 深 刻で は な か っ た 。

　1729年，
エ プ ワ ー ス で の 牧会を辞して

， 弟 チ ャ
ー ル ズ の は じめ た ， 厂ホ ー リ

ー
ク ラ ブ 」の 指導 の た め に ， 彼 は ， オ ッ ク ス フ ォ

ー ドに 戻 っ て きた 。 そ こ で ，

ジ ョ ン ・ク レ イ トン との 交 わ りを 得た こ と は ， その 後 の ウ ェ ス レ ー に 決定的 な

影響 を及 ぼ した
17）

。 ク レ イ トン は， 臣 従拒誓者 （Non −jouror） の 指導的 人 物 ，

デ ィ
ー コ ン の 圧 倒 的影 響 を 受 け て お り ， ウ ェ ス レ ー の 『使 徒 の 規 約 （Apostlic

Constitution）』を重 ん じ る 実践 な ど は， 彼 に よ っ て もた ら さ れ た もの で あ

る
18 ）

。 彼 は ， ク レ イ トン と と もに ， 初代 教会の よ うに ， 水曜 日 と金 曜 日の 断食

を行 っ た りす る な ど ， 臣 従拒誓者 の 実践 を 自 らの もの と し て 行 っ た
’9）

。
ウ ェ ス

レ ー は
， 初代 教 会 の 複製 を現在再建す る こ と は不 可能で あ る こ と を知 っ て い た

が ， 聖礼 典 の 重 視 ， キ リス ト者 の 完全の 追求 をは じめ と して
，

い くつ か の 要素

は 自分の もの と し た 。
こ れ ら は ， 彼 の メ ソ ヂ ズ ム 全体 の 構想 を生 み だ し ， 実現
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一一

して い く原動力 と な っ た
2 °）

。

　 こ の 時点 で の 彼 の 教 職 理 解 は ， 「使 徒 継承 に 基 づ く主 教 職 に よ る 按 手 を伴 う

三 職位 」 をか た くなな まで に 信 じ る こ と に あ らわ れ て い る 。 臣従拒誓者 の 影 響

を受 け た こ と で ， そ れ は ， 使 徒 的 実 践 で あ る と い う 確信 が い よ い よ 強 くな っ

た 。 しか し
，

一 方 で
， 臣従拒誓者 も英国 国 教 会 か ら 見れ ば 「非国教 徒」 で あ

る 。
こ こ に

，
ウ ェ ス レ ー に お け る現 実 の 英 国 国教 会 と理 想 の 教会 像 との 緊張 関

係 は ， よ り深 刻の 度合 い を 増 し て い る の で あ る 。 しか し ， 彼 に は そ の 緊張関 係

の 持 つ 深 刻 さ は 意 識 さ れ な か っ た 。
こ の 初代 教 会 の 理 想 と考 え た 実 践 こ そ が ，

ジ ョ
ー ジ ア宣 教 の 失 敗 の 主 要 因 と な る に お よ ん で

，
ウ ェ ス レ ー は ， 初 め て そ れ

を知 る の で あ る 。

2 ．2． ジ ョ
ー ジ ア 宣教 か ら ア ル ダス ゲ イ トヘ

　 ウ ェ ス レ
ー は

，
1735年 ，

uSPG 　
2’）0）宣 教 師 と し て

， ア メ リカ に 渡 り ， ジ ョ
ー

ジ ア 州 で 牧 会 し た 。 こ の 粗 野 で 荒 れ 果 て た ． 開拓 期 の ア メ リ カ 大 陸 で ， し か

も， 多 くの 教 派 的背景 を持 つ 会衆 の 中で
22）

， 彼 は 英 国 本 国 で も受 け 入 れ ら れ な

い
， 匝 従 拒 誓 者 的 実 践 を 強 引 に 行 っ た 。 何 も な い 土 地 に た つ 開 拓 教 会 の 牧 会

は ， ウ ェ ス レ ー
に お い て は ， 初代教会 に 範 を 採 る 理 想 の 教 会 の 牧会 と同

一
視 さ

れ た の で あ る ． ソ フ ィ
ー ・ホ プ キ ー 事 件

23 ｝が 直 接 の 引 き金 と な る の を待 つ ま で

もな く ， ウ ェ ス レ ー の 臣 従 拒 誓 者 的 実践 が 挫 折 し ， そ の 失 意 と 絶 望 の 中 か ら ，

ア ル ダス ゲ イ トの 回心 が 引 き起 こ さ れ る ， と い う の は ，
い わ ば定説 とな っ て い

る 事柄 で あ る 。 し か し ， 彼 の 教 会 論 に は どの 様 な変 化 が あ っ た で あ ろ う か 。

「（わ た し は ） 古典 を ， 聖 書 の 規 則 の 下 位 に 置 く よ り も む し ろ 同 位 に お い て

し ま う誤 りに 陥 っ て い た 」
24 ）

。

　 ジ ョ
ー ジ ア か ら帰 っ た ウ ェ ス レ ー は ， 古代教会 へ の 服 従が

， 無 批判的 で ， 無

理 で あ っ た こ と を知 っ た 。 し か し
， 彼 の 根 底 に あ る ， 教 父 理 解 は ， 彼 の 基 本 的

な神学 ， 教会観 に 影 響 を持 ち続 けた 。
こ の 立 場 は ， 彼の 人 生 を通 して 貫 か れ た
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立 場 で あ る
z5＞

。

「わ た した ち は ， 彼 ら の 書物 を読 む と き に
， 聖 書 と等 しい 権威 を 見 る の で

は な い ・・… ・しか し， （彼 ら は ） か つ て 存 在 し た あ ら ゆ る 作者 に 優 っ て 尊 敬

す る に 値 す る 」
26 ）

。

「わ た し は ニ ケ ア 以 前 の 教 父 が 聖 書 に 反 し な い 限 り， 彼 ら に 権 威 を 認 め

る 」
27）

。

　 ウ ェ ス レ ー が ニ ケ ア 以 前 の 教 父 を 重 ん じた こ と は 周知 の 事 実で あ る 。 使徒 た

ち に 時 代的 に 近 く， 福 音 に 忠 実 と考 え る か らで あ る
。 彼 ら の 書 い た も の は ， 聖

書 と等 し くな く と も後代 の も の よ り も は る か に 権威 が あ る 。 し か し， 彼 は 聖 書

の み を根 元 的 な 基 準 と し て い た 。 聖 書 に 反 し な い 限 り， 伝 統 は尊重 さ れ う る の

で あ る 。 こ れ こ そ が ， 教 会 教 父 の 立 場 で もあ っ た と ， ウ ェ ス レ ー は 考 え た の で

あ る 。 さ ら に こ の 見解 を裏 付 け た の が ， ジ ョ
ー ジ ア に お け る ベ ヴ ァ レ ッ ジ 主 教

の 『教会会 議決 定 事項 集 （Pandectae　 Canonum 　 Conciliorum ）』 の 読 書 で あ

る
28 ）

。

　 さ らに ， 彼 の 教会 論 の 変遷 の 観 点か ら，
こ の ア メ リカ 行 き を見 る と き ，

ヘ ル

ン フ ー ト兄 弟 団 との 出 会 い が ， 重 要 で あ る と思 わ れ る 。 ウ ェ ス レ ー は ， 彼 らの

敬虔 さ に 圧倒 され
，

ジ ョ
ー ジア に お い て 積極的 に 交 わ りを も っ た 。 ウ ェ ス レ ー

は こ こ に ， 彼 が 理 想 と した 初 代 教 会 の 姿 を 見 た
29 ）

。 しか も彼 ら は ， 英 国 国 教 会

の囲い の 外に ある人々 で あ っ た。
こ の モ ラ ヴ ィ ア ニ ズ ム との 出会 い が ， 彼の

「ア ル ダス ゲ イ ト回 心 」 の 大 き な 要 因 で あ る こ と は 間 違 い な い 。 確 か に ，
こ の

回心 に よ っ て ， 教 会 の 伝統 と遵 守 に つ い て の 高教 会 的 理 解 は ， 常 に ， 彼 の 心 の

内の 聖 霊 の 証 し に よ っ て ， 直 ち に 知 られ ， また
，

聖 書 に よ っ て 確 認 さ れ る 神 の

意 志 に 従 属 した
30）

。 しか し ，
こ れ に よ っ て も， ウ ェ ス レ ー の 高教 会的実 践 は 変

化 しな い し， 回心後1745年 まで 変化 しな い の で あ る
31）

。 回心 後 ， 非国 教 徒 の 再

洗 礼 執 行 を希望 し て ，
ロ ン ド ン 主 教 に 召 喚 され た

32に と も あ る ほ ど
， 職 制 理 解

は依然 と して 厂使徒継承 に 基 づ く主 教職 に よ る按手 を伴 う三 職 位 」 を か た くな

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

ジ ョ ン ・ウ ェ ス レ ー
の 職 制理 解　一一

　111 一

な ま で に 信 じ る こ とで あ っ た
33 ）

。

　 し か し
，

こ の 段 階 に お い て ， 現実の 教会 と理想 の 教会像 と の 緊張関係 は微妙

な 質 的 変 化 を見 せ て い る よ う に 思 わ れ る 。 現 実 の 教 会 の 姿 は 変 わ ら な い が
， 理

想の 教会像が 変化 を見 せ て い る 。
モ ラ ヴ ィ ア兄弟団 と の 出会 い を通 して ， 彼 の

理 想 の 教会像 は ， 英 国 国 教 会 の 枠 組 み を越 え て
， よ り広 い 「公 同性 」 を帯 び る

よ うに な っ た の で は な い か 。
こ こ で は じめ て

， 英 国国教 会 の 現状 と理 想像 と の

緊張関係 は ， 深 刻 さ を 増 し て くる の で あ る が
， ウ ェ ス レ ー

自身 の 目 は ， 未 だ は

っ き り と ， 理 想 の 教 会 像 を 実現 す る の に 最 も適 した 器 と して
， 英 国国教 会 を捉

え て い た の で あ る
34 ｝

。 ウ ェ ス レ ー
は ， 『39箇条』 の 第 19条 「教会 に つ い て 」 を

引用 し て ， 次 の よ う に 語 っ て い る 。

第 19条 「キ リス トの 可 見 的教 会 は信 仰 者 の 会衆 で あ る 。 そ こ で は
， 神 の 純

正 な 御 言 が 説 教 さ れ ， ま た 聖 礼典 に つ い て 必 要 と さ れ て い る事 柄 に 関 して

キ リス トの 御命令通 りに 聖 礼典 が 正 し く執 行 さ れ な けれ ば な らな い 」
35 ）

。

「国 教 会 の 慣習 か ら ず れ て い る と 正 当 に 言 わ れ る の は ， 神 の 言 葉 が 正 し く

説 か れ ず ， 礼典 が 正 し く執行 さ れ て い な い 場 合 の こ と で あ る」
36 ＞

。

　 こ の 観点 か らす れ ば ， 野 外説教開始 ， 信 徒説教 者 の 登 用 な ど と共 に ， 彼 の 高

教 会 的 理 解 と実 践 が 共 存 し て い て も ， ウ ェ ス レ ー
に と っ て は 矛 盾 ど こ ろ か

，

「聖 書 に 反 しな い 限 り に お い て 」 （傍点筆者）， よ り 「公 同的」 で あ り 「使 徒 的

（Apostolic ）」で あ っ た 。

2．3． 初 代教会の 再 解 釈 　　 2冊 の 書物

　様 々 に わ き起 こ る迫害 と 分離 へ の 誘 い に
，

1744年以 来 の ウ ェ ス レ ー は ， 宗教

箇 条 19を 引 い て ， 分離 へ の 答 と し て き た
37 ）

。
こ れ に 加 え て ， 1745年8月 ， メ ソ

ヂ ス トソ サ エ テ ィ 第 2 回 年会 に お い て ， ウ ェ ス レ ー の 職制 理 解 が は っ き り と語

ら れ た 。
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問 5　 主 教制 ， 長 老 制 ， 会 衆 制 の 教 会制度 の うち ， 最 も理 性 に か な うの は

どれ で し ょ うか 。

答 教 会 制 度 の あ りの ま まの 起 源 は 次 の よ うで は な か っ た か と思 い ま す 。

キ リス トは 福音 の 説教者 を派遣 す る。 彼 の 言葉 を聞 い た 幾人 か は
， 悔 い 改

め ， 福 音 を信 じ る 。 そ して 彼 ら は ， 彼 に ， 彼 ら を牧会 し
， 信 仰 に よ っ て彼

ら を成長 さ せ
， 義 の 道 の うち に 彼 らの 魂 を導 い て 欲 し い と願 う よ う に な

る 。 そ の 時 ， こ こ に は 「独 立 し た 」 会 衆 が い ま す 。 彼 ら 自身 の 持 つ 牧師の

他 に ， 他 の あ ら ゆ る 人 々 ， 団 体 に よ っ て も ， 霊 的 な 事 柄 に っ い て 管理 さ れ

る 責任 は 全 くな い の で す 。 し か し ， す ぐ後 に ， 牧師 が 彼 を遣 わ した 方 の 名

に お い て 話 し て い る 時 に
， 他 の 会 衆 か らた ま た ま出席 した 者 た ち が

， 彼

に ， 彼 ら も ま た 牧 会 し て 欲 し い と 懇 願 す る 。 そ れ が 神 の 御 旨 だ と 知 る と

き ， 彼 は承諾 す る 。 す ぐさ ま， 彼は ， 彼 の 会 衆 の な か で 最 も 賢 く最 も聖 い

者 た ち と協 議 を し ， 彼 らの 助 言 と 共 に ， 彼 が 戻 る と き ま で 群 を養 う賜 物 と

恵 み を持 つ 者 を，

一
人 な い し は複数任命す る 。 も し

， 神 が 新 し い 土 地 に 他

の 群 を起 こ す こ と を望 ま れ る な ら ば ， 彼 は ， 彼 らの も と を去 る前 に ， 同様

の こ と ， す な わ ち ， 神 が ， こ れ らの 魂 を養 うに 適 当 で あ る と認 め る者 を ま

た 任命 す る 。 同様 に ま た ， 彼 の 言葉 に よ っ て 小 さ な群 を集 め る こ とを神が

望 まれ る所 な ら ど こ に お い て も， 彼 は ， 留守中， 残 っ た 者 を 監 督 し ， 神 に

賜 っ た 能力 に よ っ て 彼 ら を助 け る 者を任命 す る 。 彼 ら は 執事／助祭 （dea−

con ）， あ る い は 教 会 の 僕 で す 。 そ し て ， 最 初 の 牧 師 を共 通 の 父 と し て み

な し ま す 。 さ ら に
，

こ れ らす べ て の 会 衆 は ， 彼 を 同 じ光 の 中 に い る とみ な

し， 彼 らの 魂 の 牧者 と して な お 彼 を尊敬 す る の で す 。 こ れ らの 会衆 は 全 く

「独 立 1 し て は い ませ ん 。 彼 らは ， お 互 い に 依 存 し て は い な くて も ，

一 人

の 牧師に頼 っ て い る の で す 。
これ らの 会衆が増え る と き， 彼 らの 執事／助

祭 は ， 年 月 と恵 み に よ っ て 成 長 し ます 。 彼 ら は下 位 の 他 の 執事／ 助祭 あ る

い は ， 助 け 手が 必要 に な り ま す 。 彼 ら を尊敬 す る意味 で
， 彼 ら は長 老 ／ 司

祭 （Presbyter） あ る い は 長 老 （Elder） と 呼 ば れ る よ う に な る の で す 。

同 様 に ， 主 に あ る彼 らの 父 は ， 彼 らす べ て の 監 督 ／ 主 教 （Bishop） あ る
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い は ， 監 督 （Overseer） と 呼 ば れ る よ う に な る の で す 。

問 6　 牧師 （Pastor） と彼 の 牧す る群 と の 間 に 相 互 の 承 認 が 絶 対 に 必 要

な の で し ょ うか 。

答 言 う ま で もあ り ませ ん
。 人 が

， わ た し に よ っ て 導 か れ る こ と に 同意 し

て い な け れ ば ， わ た しは い か な る 魂 を も導 く こ と は 出 来 ませ ん 。 同意 が な

け れ ば ，
い か な る 魂 を も， わ た し を 導 き 手 に す る こ と を 強 制 で き ま せ

ん
38 ）

。

　 こ こ に 提起 さ れ た ウ ェ ス レ
ー の 教 会 統 治 の 起 源 に つ い て の 歴 史 的考 察 ， ま た

初 代 教 会 に 関 す る 見 解 は
， 徐 々 に 変化 の 兆 し を 見 せ は じ め て い る こ と は 想 像 に

難 くな い
。 同年 12月30 日付 け の 手紙 に は ， 以 下 の よ う に 記 さ れ て い る 。

「… … わ た し た ち の 信 ず る と こ ろ に 拠 れ ば ， 使徒 た ち か ら継承 さ れ た （と

わ た し た ち は 信 じて い ま す ） 主 教 た ち か ら ， 洗 礼や 聖 餐 を執行 す る こ と へ

の 任 命 を 受 け な い で ， そ れ ら を執 行 す る こ と は ， わ た した ち に と っ て 正 し

い こ とで は な い の で す 。 し か も ， わ た した ち は こ の 主 教 た ち が ，
ロ

ー
マ の

主 教 に 依存 し て い た 主 教 た ち の 後 継 者 で あ る こ と を認 め て い るの で す … …

わ た した ち の 信 ず る と こ ろ に 拠 れ ば， 教 職 の 三 職 位 は （こ れ を あ な た は 教

皇 的 教 職 権 と主 教 制 と に よ っ て 解釈 す る ら し い が ）， た だ 使 徒 的 制 度 に よ

る だ け で は な く ， 聖 書 に よ っ て も権威 づ け ら れ て い る の で す
… …

わ た し た

ち は ， 次 の よ う に 告 白 して い る の で す 。 （1）わ た し た ち は ， 健全 な良心 を

持 っ て な し う る 限 り ， 国 教 会 の す べ て の 法 に 服 従 す る （法 と は ， 礼 拝 法 規

とわ た し た らが 考 えて い る 法の こ とで あ っ て ， 教会裁判所 の 慣例 の こ と で

は な い ）。 （2）わ た した ち は ， 右 と同 じ限 度 で ， こ れ ら の 法 の 執 行 者 と し て

の 主 教 た ち に 服 従 す る 。 け れ ど も，
こ れ ら の 法 か ら か け離 れ た 主 教 た ち の

意思 に ， 全 的 に 服従 す る とい う こ と は 告 白 し ませ ん
… …

」
39 ）

。

こ こ に は ， 理 想 と して の 英 国国教 会 と現 実 の 英 国国教 会 と が 交 錯 して い る よ

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一 114 一

う に 見 え る 。 しか し尚， 「使徒継承 に よ る 三 職位」 に つ い て の 信仰は崩れ て は

い な い
。 し か し ， 恐 ら く， こ の 手 紙 が ウ ェ ス レ ー

の 使 徒 継承 （Apostlic　 Suc−

cession ） へ の 信 仰 の 表 明 の 最 後 で あ る
4 °）

。 年 が 明 け て
，

1746 年 8 月 ， 彼 は 1 冊

の 書 物 と 出会 う 。

〔1月〕20日 。 ブ リ ス トル へ 出発 。 途 上 ， キ ン グ卿 の 『初代 教 会 の 解説』

を 読 む 。 わ た し は 自分 の 教 育 の 熱 烈 な 先入 観 に も関 わ ら ず， 本書 が 公 明正

大 な考 え で あ る こ とを 信 じ よ う と した 。 も し信 じた と す れ ば ， 主 教 た ち と

長 老 た ち と は （本 質 的 に ）
一

つ の 序 列 で あ り， ど の キ リ ス ト教 の 会 衆 で

も ， 元 来 ， そ れ 以 外 の す べ て の キ リス ト教 諸集会 か ら独立 して い る
一

つ の

教会で あ る と い う こ と に な る か も知 れ な い
41）

。

　 キ ン グ卿 の 『初代教会 の 解説』
42 ）に 拠 れ ば

， 初 代 教 会 に お い て は ， 主 教 ／監

督 た ち と 司 祭 ／長 老 た ち の 違 い は ， 称 号 （degree） で あ っ て
， 階 級 （order ）

で は な い
。 そ れ 故 ， 実 際 に 交替 可 能 で あ る

43）
。

こ の こ と を受 け 入 れ た ウ ェ ス レ

ー は
， 司 祭 で あ る 自分 自身 に

， す で に 按 手 礼 執 行 へ の 供 えが あ る こ と を信 じ ，

結局 は按 手 礼 を執 行 す る こ とへ の 確信 と な っ た の で あ る
44 ）

。

　次 に 出会 う の は
，

エ ドワ ー ド ・ ス テ ィ リン グ フ リ ー トの 『イ レ ニ ク ム 』 で あ

る
45 ）

。 こ の 書物 に よ っ て ， 「教会統 治の 形態 は ， 単 な る思慮深 さ の 問題 で あ っ

て
， 神 の 言葉 に よ っ て 規定 さ れ る の で ある 」

46 ）
， 言 い 換 え れ ば

， 教 会 統 治 の あ

ら ゆ る 形態 は
， 聖書 に 反 しな い 限 り妥当で あ る が ， 聖書 は 特別 こ れ が 正 し い と

い う形 態 に つ い て 語 っ て い な い し ， そ れ は ， 主 教 ／ 監 督 制 に 関 して も同様 で あ

る こ と を ウ ェ ス レ ー
は 示 さ れ た の で あ る

47 ）
。 1756年 ， ウ ェ ス レ ー は 手紙 に 記 し

て い る 。

「わ た しは ま だ ， 教 会 統 治 の 主 教 制 の 形 態 が 聖 書 的か つ 使徒 的で あ る と信

じ て い ま す 。
つ ま り， 使徒 の 実践 と著作 に 適 合 し て い る と 言 い た い の で

す 。
し か し

， 主 教 制 が 聖 書 に 規 定 さ れ て い る と い う こ と は わ た し は 信 じ て
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い ませ ん 。
こ の 考 え （か つ て は わ た し が 心 か ら信 奉 し て い ま し た ） は ， わ

た しが ス テ ィ リン グ フ リー ト博士 の 『イ レ ニ ク ム 』 を読 ん で 以 来 ，
わ た し

を ひ ど く恥 じ入 らせ て い ま す 。 わ た し は ， 彼 が 反 論 の 余地 無 く以 下 の こ と

を証明 し て い る と考 えて い ます 。 キ リ ス トも彼の 使徒 た ち も教会統治 の い

か な る 特 別 な形 態 も規 定 して い な い こ と 。 そ し て ， 主 教 制 が 神 的 権威 で あ

る と い う主 張 は
， 初代 教 会 に お い て 決 し て 聞か れ な か っ た こ と で す 」

4B ｝
。

　 こ こ に き て ， 彼 の 理 想 の 教 会 と し て の 初 代 教 会 は ， 少 な く と も ， 原理 上 は ，

主教 制 で あ る 必 要 が な くな っ た の で あ る 。
こ こ に は ， 高教会主 義者 と し て 信奉

し て き た 「使徒 継 承 に 基 づ く主 教 の 按手 を受 け た 三 職 位 」 の 理 解 は な い
。

こ の

こ と は ， 彼が 国 教 会 の 主 教制 を 変 え よ う と思 い は じ め た こ と を意 味 しな い
49 ）

。

ま た ， 理 想 の 教 会 を初 代 教 会 の 理 解 と実 践 に 置 き ， そ れ に 範 を と っ て 行 動 に 移

して い く姿 勢 は 変 わ っ て い な い
。 しか し，

こ こ で は もは や ， 英 国 国 教 会 は ベ ス

トで は な く ， 「ひ と つ の モ デ ル 」 に す ぎ な い の で あ る 。 初代教 会 に 範 を と る こ

とが 「公 同性 」 を証 しす る こ と に な る な ら ば ， ウ ェ ス レ ー は
，

よ り広 い 意味で

の 「公 同性 」 を ， 当時 の 現 実 の 英 国 国 教 会 と は 「別 の 仕 方 」 で 追 求 し は じ め て

い た とみ る こ と もで き よ う 。 そ し て ， 今 ，
二 つ の 書物 に よ っ て

， あ る 意 味 で 英

国 国 教 会 と は 「別 の 仕 方 」 の 事柄 に ， ア カ デ ミ ッ ク な 後 ろ 盾 を 得 た の で あ る 。

2 ，4 ． ク ラ イ マ ッ ク ス 　 　 1784年

　 2冊 の 書物 を通 して の 学 びは ， ウ ェ ス レ ー が 1738年 か ら得 て い た確信 を確か

な も の に した
50 ）

。

「わ た し は ， 通 常 の （ordinary ） 召 命 と特別 な （extraordinary ）召命の 両

方 を 得 て い ま す 。 わ た し の 通 常 の 召 命 は 主 教 に よ る わ た し へ の 按 手 礼 で

す 。 わ た し の 特別 な召命 は ， わ た しの 牧会 に お い て働か れ る神の 働 き， す

な わ ち
，

こ の わ た し の 職 務 の 実 践 に お い て 真理 と して わ た し と 共 に 神 が お

ら れ る こ と に よ っ て 証 明 さ れ る の で す 」
5
％
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　18世紀英 国国 教会 の 大多数 の 牧師た ち が ， メ ソ ヂ ズ ム に 対 し て ， 無関心 か
，

あ る い は暴力的反対を表明 した こ とは 言 うまで もな い 事実 で あ る 。 し か し， 彼

らは 「英 国国教 会 の 失 わ れ た 羊」 に 対 し て は ， 何 も し な か っ た 。 ウ ェ ス レ ー の

説教 の 結果 ， 彼 ら は 彼の 牧会 の も と に 入 っ た 。 そ し て ， ウ ェ ス レ ー
は神 の 力 に

よ っ て
， 彼 らを信仰 の 内 に 成 長 さ せ ね ば な らな い と感 じ て い た の で あ る

52 ）
。

こ

れ こ そ が
，

ウ ェ ス レ ー の 言 う 「特 別 な 召 命」 で あ り ， 現 実 の 英 国 国教 会 と理 想

の 教会 像 と をつ な ぐ要で あ っ た 。 理 想 の 教会像 が
， 現 実 と乖離 して い れ ば して

い る ほ ど
， 現 実 の 教 会 を ， 理 想 の 教会 の 姿 に 導 い て い く こ と 。

こ れ こ そ が ， ウ

ェ ス レ ー の 重 大 な る 関心 事 とな っ た の で あ る 。 結論 と し て ， ウ ェ ス レ ー は キ ン

グ証 言以 上 の もの を導出 した 。 主教 と司祭 が 同 じ職位 で あ り， 同様 に 按手す る

権限 を持 っ て い る な らば ， 司祭 も主教 を生 み 出す 按手 の 権限 を持 っ て い る と の

認 識 で あ る 。 しか し ， 現 実の 英 国 国教会 で は こ れ は 真 実 で は な い 。 な ぜ な ら ，

主教 が 司祭 よ り もよ り多 くの 霊 的 恵 み を得 て い な か っ た と して も
， 主 教 は ， 英

国国教会教役者 を任命 す る権威 を持 っ た 唯一 の 人物 だ か らで ある
53）

。

　 後 に ， ウ ェ ス レ ー は ，
コ ー ク と 適 当 な 他 の 司 祭 （Presbyter） に 補 助 さ れ

て ， 数名 の 説教者 に 按手 をす る 原型の 計画 よ りも更 に 先 に 進 ん で ，
コ ー ク を監

督 （Superintendent ） に 按手 し よ う と し て い た 。 そ れ を 可 能 な ら しめ る 根 拠 と

し て ， 4 〜 5世紀の ア レ クサ ン ド リア 教会で 受 け継 が れ て き た 手続 きが 主 張 さ

れ る 。 こ こ で は ， 主 教 （Bishop） が 死 ん だ と き ， 司 祭 （Presbyter＞ た ち は ，

あ ら ゆ る外部 の 力 に 依 る こ と を避 け
， 司祭 団 の 中 か ら次 の 主 教 を 選 出 し た と

し ， ウ ェ ス レ ー は ， これ を模範 と し て 受 け 入 れ た の で あ る
54 ）

。 もは や ， ウ ェ ス

レ ー
の 司祭 （presbyter） と して の 「叙任 （ordin ）」が 主教 と等しい の み な ら

ず ， 「程度 （gradu ）」 に お い て も そ うで あ っ た の で あ る 。 人 々 は ， 彼 に よ っ て

牧会 さ れ る こ と に 同意 し た
， 否 ， 要求 し た の で あ る

55）
。 彼 の 「特 別 な召 命」

は ， 主 教職 に ま で 及 ん だ 。 ウ ェ ス レ ー は，
こ の 霊的 危機 の 状況 下 に お い て は

，

彼 の もつ 「特 別 な召 命」 が
，

こ の よ う な 行 動 を 正 当化 す る と い う責 任 を 負 っ た

の で ある
56 ）

。 ウ ェ ス レ ー
の 意識に お い て は ， メ ソ ヂス トに対 して も， 非メ ソヂ

ス トに 対 し て も， 彼 の 主 教職 （Episcope ） は ， ま さ に 「公 同 的」な 職務 と し
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て
， 神 に よ っ て 祝 福 され た の で あ る

5η
。

　ウ ェ ス レ ー は こ の よ う に
， 人 々 と説 教者 に 対 し て 「特別 の 召命 に 基 づ く主 教

職 」 を行 使 す る可能性 を見 い だ し て い た の で あ る 。 し か し， そ の 機会 は なか っ

た し， 英 国内で そ れ を行 うつ も りが な か っ た 。 英 国 内 で 理 想 の 教 会 を め ざす と

き ， す な わ ち
， 初代教会 の 範 を と る と き ， そ こ に は ， モ デ ル とな るべ き英国 国

教会 が 存 在 す る 。 初 代教会 の 範 を重 ね ， は み 出 した 部 分 を 削 り
， 欠 け て い る と

こ ろ を補 っ て 理 想 型 に近 づ け て い くの が ， メ ソ ヂ ス トの 役割 で あ る 。 しか し
，

ア メ リカ は 事情が 異 な る 。 か つ て
， ウ ェ ス レ ー が ジ ョ

ー ジ ア 宣教 で 感 じた 初代

教会 の 現 在 。 ア メ リカ に は 希望 が あ っ た 。 何 も な い と こ ろ に こ そ ， 初代 教 会 の

実 践 と も言 うべ き 「新 しい 教 会 」 は ， 初代 教 会 の 範 型 通 りに 最初 か ら造 りあ げ

る こ とが で きる の で あ る 。 独 立戦争 で 疲弊 し た ア メ リカ
。 多 くの 英 国 国教 会 司

祭 た ち は
， 戦 争 勃 発 と共 に ， 本 国 や カ ナ ダ に 逃 亡 し て し ま っ た 。 ア メ リカ の メ

ソ ヂ ス トた ち は
， 牧 会 され る こ とを 望 ん で い た

。 真の 「公 同性 」 の 交 わ りに 入

る こ と を求 め て い た 。

「ア メ リ カ の 兄 弟 た ち は ， 今 や 国 家 か ら も英 国 の 位階 制 度 か ら も す っ か り

解放 され て い る の で す か ら
， わ た した ち もあ え て ， 彼 ら を再 び 困惑 さ せ は

し ませ ん 。 彼 ら は 今 や
， 聖 書 と初 代教 会 に 単純 に 従 う， 完全 な 自由 を も っ

て い る の で す 。 わ た した ち の 判 断 に よ れ ば ， 彼 ら は ， 神 に よ っ て 奇 し くも

自由 に さ れ て い る ，
こ の 自由 を確保す る こ とが 最 善な の で す 」

58 ）
。

　今や ， 機 は熟 した 。 そ して ， 「1784年の 按 手 礼」 執行 の 時 を迎 え た の で あ る 。

ジ ョ ン ・ ウ ェ ス レ ー
， 81歳 の 時 で あ っ た

。

結

　 「1784年の 按手礼」執行に 際して ， ウ ⊥ ス レ ー 自身が 持 っ て い た 意図 は ， 今

まで の 考 察 を通 し て 明 ら か と な っ た 。 「1784年 の 按 手 礼 」 と ， そ の 後 の ア メ リ

カ ・メ ソ ヂ ス ト監 督教 会 に 関 して は ， 当時 の 英 国 国教 会 当局 の か た くな さか ら
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く る ， や む を得 ぬ 分 離 で あ っ た と す る 見 解が 多 い
。 しか し我 々 は ， 敢 え て こ の

按手礼 を，
ウ ェ ス レ ー 自身の 「公 同性」 の 理 解 か ら来 る積極 的 な もの と受 け と

め た い 。 今 回 は
，

そ の 客観的 な証 拠 と思わ れ る もの を 2 点 だ け あ げて お く。

　第
一

は ， ち ょ うど同 じ頃， 主教不在 の 状況 を打開すべ く， 動 き 出 した
，

ア メ

リカ の ア ン グ リ カ ン と の 関係 で あ る
59 ）

。 ウ ェ ス レ ー
は ， 合法的 に ア メ リカ向け

の 按 手 礼 が 行 わ れ ， 米 国 聖 公 会 が 誕生 す る こ と が わ か っ て い て も ， 自 ら の 按 手

礼 を執行 し ， また ，

一
致 へ の 対 話 も拒 絶 し て い るの で あ る 。

こ れ が 何 を意味 す

る か と い う と ， ウ ェ ス レ ー の 按手 礼 の 動機 に は ， ア メ リ カ に ア ン グ リカ ン の 教

会 と 教職が 供給 さ れ な い か ら と い うだ け で は な い ， ア ン グ リカ ン ・コ ミ ュ ニ オ

ン か ら の 分 離 も辞 さ な い
， 積極的 な動機 が 含 ま れ て い た と い う こ とで あ る 。 そ

の 動機 とは 何 か 。 そ れ は ， 前章 で 指摘 した と お り， 初代 教 会 の 建 設 で あ っ た 。

　第 二 は ， ア メ リ カ ・ メ ソ ヂ ス ト に お い て は ， 「主 教 （Bishop ）」 か 「監 督

（Superintendent）」 か ， とい う問題 で あ る 。 1784年 当時 「監 督」 が 用 い られ た

が
， 早 く も1787年 に は 「主 教 」 が 使 用 さ れ る よ う に な っ た 。

こ の こ と に 対 す る

ウ ェ ス レ ー の 怒 りは ， 普通 で は な か っ た
6°）

。 英国国教会 の 単 な る再 建 をね ら っ

た の で あ れ ば ，
こ の こ だ わ りは 出 て こ な い

。 上 述 の 米 国 聖 公 会 と の 関係 も併

せ ， 「1784年の 按手礼」に お い て ， ウ ェ ス レ ー が ， 限 りな く純粋な初代教会 の

復 興 を意 図 して い た こ とが 読 み とれ る の で は な い か 。

　 こ の 2 点 と共 に 忘 れ て は な らな い の は
， 按手礼の フ ォ

ー ム と方法 ， そ れ らを

含 む 祈疇 書 の 改訂 で あ る 。 書 き起 こ し で は な く 「改 訂 」 で あ る 。 こ の こ と は
，

ア ン グ リカ ン との 連続性 を ウ ェ ス レ ー が 放棄 し た わ け で は な い こ と を示 し て い

る 。
こ こ で 考 え られ る連続性 は ， 言 う ま で も な く， 狭 義 の 「使 徒 継 承 の 連 続

性 」で は な く， 彼 が そ の 「公 同性」 の 故 に 愛 して い た ， ア ン グ リカ ニ ズ ム の 遺

産 と伝 統 を 考 え る べ きで あ ろ う 。 メ ソ ヂ ズ ム は 英 国 国教 会 か ら ， 荘 重 な 礼 拝 様

式 と ， 長 い 歴 史 を通 して 形成 さ れ て き た 典 礼等 に 代表 さ れ る ， 豊か な 教会性 の

遺 産 と伝 統 を 受 け 継 い だ 。 メ ソ ヂ ズ ム を セ ク トに な る こ と か ら救 っ た の は ， ま

さ に この 点 に あ る 。 は じめ か ら ， 教会 の 「公同性」 が 自覚 さ れ て い た わ け で あ

る 。 だ か ら， た とえ メ ソ ヂ ス トが
， 国教 会 か ら分 離 した 独 自の 教 会 を 形 成 し て
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も ， 内容 的 に い え ば ， そ れ は 教 会で あ っ て セ ク トに は な ら な い
。 公 同教会 の 交

わ りの 中 に 自覚的 に い る の で あ る 。 こ の 事 情 は もち ろ ん の こ と ウ ェ ス レ ー 自身

の 伝統 に 対 す る 基 本的 な 態 度 ， 対 し方 に 影 響 され て い る
61）

。 日本 基 督 教 団 の 形

成 に 参与 して い る 日本 の メ ソ ヂ ス トは ， 教 憲 前 文 の 「各 々 そ の 歴 史 的 特 質 を尊

重 し つ っ
， 聖 な る公 同教会 の 交わ りに 入 っ た」 との

一 句を もっ と 自覚的 に 受 け

と め る必 要 が あ ろ う。 ウ ェ ス レ ー が そ うで あ っ た よ うに
，

よ り広 い 「公 同性 」

を もつ 教 団 の 形 成 に ， 創 造 的 に 関 わ っ て い く こ と
，

そ れ が
， 11784年の 按手礼 」

の ウ ェ ス レ ー か ら ， 日本 に お け る メ ソ ヂ ス トが 学 ぶ べ き点 で は な い だ ろ うか
。

注

＊ 本 論 は ，
1995年度 ， 東京 神学大 学 に 提出 した 修士論文 の 要約 で あ る 。
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