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「み くに運動」に お け るキ リス ト教土 着化 の 問題

一 福元 利之 助 に と っ て の 「み くに 運動」
一

小 　室 　尚　子

（
『み くに 』誌引用 の 際 は ， 巻 ， 号 ， 頁 を本 文中 に

た と え ば第
一

巻 二 号 三 頁 を 1−2，3 の よ う に ， また

引用 文 の あ と に は カ ッ コ 付 で 記 載 す る。 ）
は じめ に

　「高倉 の も っ と も愛 した 弟 子 の
一

人 ， 福 元 が 高 倉 の 意 志 を拒 否 し切 っ た 時 高

倉 の 心 は す で に 刃 を以 て
， 半 ば 刺 さ れ た の で あ っ た 」

1） と い う記 述 が 小 塩 力 著

『高倉徳 太 郎傳』 の 中 に あ る 。 こ れ は ， 高倉徳太郎 を 中心 に 結集 し た 青 年 キ リ

ス ト者 達 が ， 福音 同志 会 を結 成 し た の だ が
，

そ の わ ず か 2 年後解体 を余儀 な く

され た事情 に 触れ た 時 の 記述 で
， 福元 利之助 と親交厚 く， 共 に 高倉の 薫陶を受

け た 小 塩 力 に よ る 述懐 の
一

節 で あ る 。

　福元が 高倉 の 死 の 一 因 とな っ た と言うわ け で はな い が ， 福元利之助は， そ れ

ほ ど に 高 倉 に と っ て も弟 子 と し て 影 響力 の あ っ た 人 な の で あ ろ う 。 福 音 同志 会

は こ の 後解体 し ， 中心 に い た 者 の 内 ， 何名か は 次 に は 「公 同運 動」 の 名 で 結集

す る 。 福元 は そ の 中に 名 を連 ね て い る 。 し か し そ の 運 動 も 中心 メ ン バ ー の 今 泉

源 吉 と福 元 利 之 助 が ， （小 塩 力 の 言葉 に よ る な ら ば ） 「右 翼 化 」
2） し た こ と に よ

っ て ， 機関誌 は 発 刊 され続けた もの の ， 次第に 停滞せ ざ る を得 な くな っ て い く

の で あ る 。 こ の 後 ， 今泉 源 古 が 主 宰 し ， 福 元 等が 支 え る こ と に な っ た の が 「み

くに 運 動」で あ る 。
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　 「福音同志会」が 昭和 6年 （1931）， 「公同運動」 が 昭和 9年 （1934）， 「み くに

運動」 が 昭和10年 （1935）の 開始 で あ る
。 福元 利 之 助 は 自ら力 を注 い だ 活動 の 故

に ， 牧 し て い た 教会 に 分 裂 を招 き
， さ らに そ の 後 ， 自分 に 従 っ て 山梨教 会 を 出

た 集 ま り を再 び分 裂 さ せ て い る の で あ る 。 福 元 を こ の よ うに つ き動 か した もの

は 何 で あ ろ うか 。

　筆者 は ， 拙 論 厂『み く に 運 動 』 に お け る キ リ ス ト教 の 土 着 化 の 問題 」 で も述

べ た よ う に ，
こ の 研 究の 目的を， 「み くに 運動」や そ れ に携わ っ た 人 々 の神学

的誤 りや 行 為 事柄 を取 り上 げて そ れ を正 す こ と と は し て い な い
。 「み くに 運 動」

を含む 「日本的 キ リス ト教」を問題 とす る理 由 は ， 彼 ら を そ の よ うな キ リ ス ト

教 理 解 に 陥 らせ た 日本人 の 持 つ 特質 に ， キ リス ト教 の 日 本 へ の 定着 を 困難 に す

る 問 題 点 が あ る と思 うか ら で あ る 。 目的 は
，

こ の 問題 点 に 迫 る こ と で あ る
3 ）

。

こ の 論文 で は ， 「み くに 運動」 の 主 宰者今泉 源 吉 と共 に 運動 の 中心 的存 在で あ

っ た 福元 利 之 助 を取 り上 げ る こ と と した い
。

　筆 者 は ， 「み くに 」 の 主張 を総括的 に 見 た 場合 ， 今泉 源 吉 を は じ め と し て 賛

同 者 達 は ， 「み くに 運 動 」 を 開 始 す る 時点 で す で に
， 国 家 の 大 義 を 主 体 と し て

と ら え な お さ れ た キ リ ス ト教 に 立 っ て い た ， と考 え て い る もの で あ る
4）

。 し か

し厳 密 に 言 う な ら ば ， 福 元 利 之 助 は ， 今 泉 と は微 妙 に 異 な っ た 理 解か ら出発 し

て い る よ うで あ る 。 先 に 小塩力 が 「今泉， 福元 等の 右翼化」 と書 い て い る こ と

を述 べ た が ， 筆 者 は ， も し 二 人 を右 翼 化 し た ， と言 う な ら ば
， 今泉の 右 翼 化 と

福 元 の 右翼化 で は 内容 が違 う こ とを言 っ て お きた い と思 う。 今泉 は ， 国家 の 大

義 を主 体 と し た キ リ ス ト教 理 解 に 立 っ た た め に 唯
一

絶 対 の 神理 解 に 混 乱 を き た

し ， 結 局 は キ リス ト教 を捨 て て し ま っ た 。 し か し ， 福 元 に と っ て は 唯 一
の 神 の

位置 は揺 る が な い
。 し か し

， 国 家 の 主 と し て の 天 皇 も礼拝 の 対 象 と し て 認 め る

の で あ る。 な ぜ な ら福元 の 理解 に よ れ ば国 家 は ， そ れ を も っ て 神 の 御 業 を表 す

よ う に 人 間 に 委 ね られ た もの で あ り ， そ れ 故 に そ の 長 た る 者 は 崇 拝 す べ き者 と

な る わ けで あ る 。

　福 元 は また ， 「み くに 運 動 」 は あ く ま で も 「公 同 運 動 」 の 公 同精 神 の 具 現 化

で あ る ， と し て い る 。 そ うで あ る な ら ば ， 福元 が 言 うキ リス ト者 が 持 つ べ き国
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家 理 解 は 1公 同運動」 の 公 同精 神 か ら き て い る とい う こ と に な る 。

　「公 同運動」 は 高倉徳 太郎 の 弟子 達 が 始 め た も の で あ る が
， 福音同志 会 の 解

体 の 時 の 事情 に もか ら ん で ， そ れ が 開始 さ れ る ま で の 経 緯 や 内容 は 現 在 で は あ

ま り取 り上 げ られ る こ とは な い
。 だ が こ の 運動 は 何 を 目的 と し

，
ま た 福元 は そ

れ を ど う理 解 し た の で あ ろ うか
。 実際 ， 彼 は こ れ に よ っ て 日本基督教会 山梨 教

会 に 分 裂 を招 い て い る の で あ る 。 若 い 牧師 を動 か した もの は何 で あ っ た の で あ

ろ う 。

　こ の 論文で は ， 「み くに 運動 」 に お け る キ リス ト教土着化 の 問 題 を考え る も

う
一

つ の 手 掛 か り と し て
， 提 唱 者今泉源 吉 と共 に 運 動 の 中 心 に い た 福 元 利 之 助

の キ リス ト教 ， と くに 「公 同運動 」 か ら具 体 的 に な る彼 の 教会 理 解 と 国家理 解

を見 て い き た い と思 うの で あ る 。

1． 福元 利之助

　福 元 利 之 助 は ， 小 塩 力 の 追 想 に よ る な ら ば ， 「伊 豆 の 禅 寺 で 納 所坊 主 を し な

が ら ，
ふ と 手 に 入 れ た 『恩 寵 の 王 国 』 を読 む や

，
こ の 著 者 こ そ ， 自分 の 師 と呼

ぶ べ き人 と 直観 し ， 矢 もた て も た ま らず ， 郷 里 を とび 出 し て や っ て き た 」 そ し

て 「上 京 した と き ， 当 の そ の 人 は 洋 行 中 で
， 植村大和尚に あ い

， 入 学 許 可 を得

た 」 と 東京神 学社 本 科
一

年 の 第 一 回 ク ラ ス 会 で 語 っ た そ うで あ る
5）

。 高 倉徳太

郎 に 深 く傾 倒 して い た 福 元 は ， 神学社卒業後信 州 飯 田教 会 で 牧会 に あ た っ て い

た が
， 昭和 8 年 （1933）末 ， 伊藤恭治牧師の あ とを つ い で 日本基督教会 山梨教会

第八 代 牧 師 と し て 就 任 す る 。 し か し ， 「昭 和 九 年 六 月 か ら 七 月 に か け て ， 山 梨

教会 は 未曾有 の 紛糾 に 見舞 わ れ
， そ の あ げ くの は て 分裂す る と い う ま こ と に

由々 しい 事件 … … 山 梨 教 会 史 上 最大 の 事件 」
6 ）

が 起 こ っ た ， と 「山 梨 教 会 史 』

に 記録 き れ る ほ ど の 教 会分 裂 事件 を引 き起 こ す の で あ る 。 記録 に よ るな らば ，

「福元 利之 助牧師 は 『公 同 教 会運 動 』 成 就 の た め ， 結局 比 較 的 年 令 の 若 い 層 を

多 数 引 き つ れ て 長 い 間 住 み な れ た 春 日町 の 山梨 教 会 を後 に して ， 境町 に 民 家 を

借 り ， そ こ で 『山 梨 公 会 1 と し て 再 出発 し た 」
7 ｝ と あ る 。 し か し こ れ だ け に 留

ま ら ず ， 記 録 は こ れ を第
一

の 分 裂 と して ， 翌 昭和 10年 5 月頃 「山梨公 会 」 は 牧
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師が 「み くに 運 動 」 に つ きす す ん だ こ と に よ っ て 第 二 の 分裂 を起 こ し た と続け

て い る 。 福元 自身 の 言葉 に よれ ば 「原罪と云 ふ言葉 の 有つ 眞理性 を目の 当た り

さ し示 され て 全 く恐 し く思 っ た 。 神 の た め と言 ふ け れ ど ， 結 局 は 自分 の 名 と私

と を外 に し て は 人 は な か な か 心 か ら うごけ る もの で は な い ら しい … … 十数 人 の

人 に 出 て 貰 っ た」 あ る い は 「去 っ て 貰 っ た 」 （2−8 ，
44） とい う こ とで あ る 。 そ

の 後 ， 昭 和 13年 （1938）11月 に 公 会 は 解散 し ， そ れ と同 時 に 福 元 は
， 「み くに 運

動」か ら も遠ざか り， 信州飯田 に移 り， 小学校教員 と して そ の 生涯 を閉 じて い

る Q

　福 音 同 志 会 か ら公 同運動 そ して み く に 運動 へ と変 転 す る福 元牧 師 ， また 今 泉

源 吉 し か り， 彼 ら は 何 を 求 め て い た の で あ ろ う か 。 大 内三 郎 氏 が 「山梨 教 会

史 』 で 言 わ れ る よ う に ， 確 か に 福 元 は ， 「『み く に 』 の 今 泉 源 吉氏 ら ほ ど ま で に

決 して 脱 線 し て は い な い 」
8 ）

。 しか し福 元 が 「公 会」 に 第二 の 分 裂 を起 こ して ま

で 「み くに 運動」 に 踏み 込 ん だ の は事実 で あ る 。 彼 を動 か した の は何 で あ っ た

の で あ ろ う か 。

　今 泉 は
， 福元 を 「古武 士 の や う な 愛国 の 士 」 （1−2 ，

49） と評 し た 。 厂公 同運

動 」 の 機 関 誌 『信 仰 と生 活 』 か ら 「み くに 運 動 」 の 『み く に 』， 福 元 個人 出版

の 『無 果 実』 と どの 執筆 に も うか が え る の が ま さ に 今 泉 が 評 した 「古武士 の や

うな愛国の 士 」然 と した 福 元 の 姿 で あ る 。 高倉徳太 郎 と 並 ん で 吉 田 松 陰 を こ よ

な く敬 い
， 信仰 を 「忠 義」 と説 く 。 「神 を 信 ず る 生 活 と は 神 国 の た め に 忠 義 の

士 とな る こ と」 な の で あ る
。 彼 の 「忠 義」 の 理 解 を よ く示 し て い る

一
つ の 手紙

が ある 。

一
度公 会 を 去 っ た 会員が 公 会 に 立 ち帰 りた い 旨を彼 に伝 えた 時 ， そ の

返 信 に 福元 か ら 出た 言 葉 は 「君 よ
， 道 を乱 す こ とや ， 公 会 に 対 して 我 儘勝 手 に

振 舞ふ こ と は ， 後 か ら ど うに で も言 ひ 抜 け て し まへ る よ うな 手 軽 い こ とで は あ

り ま せ ん 。

一 度 乱 れ た 道 を ， 神 と人 と の 通 ひ 路 を も と へ 直 す た め に は
， 神 の 子

の 血 潮 を必要 と し た の で す 。 人間同志 の 間の 道義 に も同 じ神 の 御 旨が は た らい

て い ます 。 之 を 破 り乱す もの は軽 々 に 赦 さ れ る もの で は あ り ま せ ん
。 又 ゆ る さ

れ る と思 っ て は な りませ ん 。 ゆる して はい けませ ん … … 世間 に さ へ 道義を重 ん

ず る人 達が
一 ぱ い あ り ま す 。 私達信仰者が ， 基 督 の 生 命 に あつ か る者 が世間 の

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

「み くに 運 動 」 に お け る キ リ ス ト教 土 着化 の 問題 　
一 235一

人 達 に 劣 っ て よ い
， 構 は な い と は何 と し て も申 さ れ ぬ こ とで せ う 。 お 互 に い ま

少 し恥 を知 る者 とな る こ とで す 」 （2−9 ，
16〜 17） と い う もの で あ る 。

　臣 の 君 へ の 忠 義 と ， 信 仰 者 の 神 へ の 忠 義 は 同義 で あ ろ う か 。 そ れ は 同 じで は

な い は ず で あ る 。 し か し福元 は 神 へ の 忠義 を武士 の 忠義 と 同 等 に 理 解 し て い た

よ うで あ る 。 神 に 忠 な る 者 は ， 人 に も忠 で あ る 事 で ， そ れ を犯 す者 は 赦 され な

い の で あ る 。 で は キ リス トの 十字架 に よ る 罪 の 赦 し は ど う理 解 さ れ て い る の で

あ ろ うか 。 そ こ か ら神 の 国理 解 に も誤 りが 生 じて きた の で は な い だ ろ うか 。 単

な る ， しか し 熱情 的 な 「愛 国 の 士 」 と な っ た の で あ る 。

　福元利之 助牧師 の 中 に あ る 日本的 な る の もの を検証 して い き た い
。

II． 福 音 同 志 会 か ら 公 同運 動 ， み くに 運 動 へ

　福 音 同 志 会 が
， 機 関誌 『福音 と現 代』 を創 刊 し た の は 昭 和 6 年 （1931）の こ と

で あ る 。 メ ン バ ー そ れ ぞ れ の 志す思 い は一 様 で は な か っ た が ， 「高倉の 信仰 理

想 を そ の ま ま に 受 入 れ つ つ
… … 口基 の 中 に 真実 な もの を 生 み だ そ う と し ， 観念

的 で な い 手段 を と ろ う と し た 19） の が 出発点 で 皆 の 志 を
一

致 させ る と こ ろ で あ

っ た 。 福元利 之 助 もそ の 主 要 な メ ン バ ー で あ っ た 。 し か し ， 同志 会 は ． 様 々 な

思 惑 の 交 錯 と ， 高倉 の 健康悪化 の 末 ， わ ず か 2 年 で 雑 誌廃刊 を 決 定 し ， 間 もな

く同志 会 の 急 進 的 メ ン バ ー 数 名 に よ る機関 誌 『信 仰 と生 活 」 の 創刊 （昭 和 9 年

1 月 ） と共 に 「公 同 運 動 」 と体 裁 を変 え て い っ た の で あ る 。 そ の 中心 の 顔 ぶ れ

は ， 浅野順
一

， 福元 利 之 助 ， 伊 藤恭 治 ， 今泉源吉 ， 小 川治郎 ， 上 田 丈夫 の 6 名

で あ る 。 『信仰 と 生 活』 の 発 刊 に つ い て は ， 小 塩 力 の 『高倉徳 太 郎 傳 1 や 菊 間

俊彦 氏 の 論 文 「公 同 運 動 に つ い て 」
1°）

に よ る と 高倉徳太 郎 は 諸手 を 挙 げ て 賛成

し て い る わ け で は な い
。 青年達 の 情熱 に 最後 に は 高倉 が 折 れ ざ る を え な か っ た

と言 う。 し か し こ の 運 動 も長 くは続 か ず ， 福 元 は ， 昭 和10年 （1935）よ り ， 今 泉

源 吉 が 提 唱 し始 め た 「み くに 運動 ｝に 踏 み 込 ん で い っ た の で あ る 。

1． 公 同運 動

『み く に 』誌 第 1 巻 3 月 号 （福元 は 2 月 号 か ら執 筆 を始 め て い る ） 「松 陰 先 生
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雑観 （二 ）」の 中で 福元 は ， 「『み くに 』運動 は 公同精神 の
一

の 具現化 に 他 な ら

ぬ
。 暗中に 摸索 しつ つ あ っ た もの が

， 今時満 ち て 示 され た の で あ る 。 亡 友 に 対

す る約束 を 実行 す る時 が 来 た の で ある
。 君 の 犠牲の 死 に よ っ て か ち獲 た 道を我

等 は 往 くの で あ る 。 君 の 血 に 依 っ て 開 か れ た 流 れ を我等 は 辿 るの で あ る 。 祖国

へ
， 祖国 へ の 道 へ 」（1−3 ，

11）1’）
と述 べ て い る。 公 同運動 に つ い て 語 られ る研

究 者 は
， 福 元 利 之助 に つ い て

， 公 同運 動 か ら分 か れ て
， よ り急 進 的 で 根拠 を異

に し た 「み くに 運 動 」 に 突 き進 ん だ と 理解 され て い る場合が 多い よ うで あ る 。

し か し上 の 叙述 を 見 る 限 り， 福元 の 中で は 公 同 運動 の
一

環 と し て の 「み くに運

動」 で あ っ た の で あ る 。 で は福元 に お け る 「公 同運動」 とは 何 で あ っ た の で あ

ろ う か 。

　 公 同運 動 は福音 同志 会 と 同一 の もの で は な い
。 確 か に 福 音 同志 会 の 主 要 メ ン

バ ー が 中心 に な っ て は い るが ， 同志会解体後新 た な 志 と共 に 出発 した もの で あ

る 。 そ の 機関誌 『信 仰 と生活』 創刊号 の 「我等の 志 」 を見 て み る な ら ば，
プ ロ

テ ス タ ン ト 日本 開教 七 十 五 年 ， 近 来 何 と な く雲 行 が 急 で 「時 は 縮 ま れ り」 と の

感 が 強 く ， 善 き 戦 闘 を戦 い 走 るべ き道 程 を果た し信仰 を最終 まで 守 りた い
， と

の 思 い か ら
， 現在 の 国難 は 「イエ ス ・ キ リス トに 頼 りて 神を信ぜ ざる事 」 で あ

り， 「基 督者 の 聖霊 に よ る
一 致 こ そ 信仰 の 勝利 の 兆 で あ る 。 我等 は本誌が 卑 し

き 自己 を 主 張せ ん と す る罪 か ら潔 め られ て ， 全 く基督 の もの と な り， 諸教会の

公 同 の 使 命 の た め に 幾 分 に て も用 い ら れ ん こ と を心 か ら希 ふ もの で あ る 」
’2）と

し て い る。 伊藤恭治 の 「公同教会 の 原 理 と 其の 建 設」
13）

で は
， 今 日 の 時代 に 対

す る教会 の 問題 と し て 「教会 は 其 の 本質 に 於 い て 『何 で あ る か 』が 常 に 明 ら か

に され ね ば な らぬ と共 に ， 其 の 時代 に 対 して 『如 何 に あ るべ き か 』が 又 重 要 な

問題 で あ る 」 と説 か れ て い る 。 「今 日 プ ロ テ ス タ ン トの 領 域 に 於 け る個人 主 義

的 な 自律 と分 離 の 傾 向 は教 会 の 存 立 に 対 し て 破壊 的 とな りつ つ 」 あ り ， 「之 は

正 に 現代 の 教会 が 實 質的 な意 味 に 於 て 其 の 生 命 を喪 失 す る こ と を 意 味 す る … …

今 日の 教 会 の 病 は教 会 個 人 主 義 と も称 せ ら るべ き傾向で ， 個 々 の 教 会 又 は教派

が 其 の 組織 や 傳統 に 固着 し ， 或 は 人 物 崇 拝 に と ら は れ て 偏 狭 な 独 善 主 義 に 陥 り

公 同教会 の 原理 か ら逸脱 しつ つ あ りや に 懸 念せ らる る こ とで あ る 」 と言 う 。 そ
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こ で 「福音的聖公 同教会の 原理 の 再発 見 と， 又其 の 建設 へ の 理 想の 樹立 と に 於

て
， 退 い て は 現代 の 教 会 を其の あ る べ き教会 に 救 ひ ， 進 ん で は 今 日の 時代 と 祖

国 に 対 し て 福音 の 眞の 戦 ひ の 牙 城 を確保 し， 基 督教 の 負ふ 眞の 使命 の 達成 を期

せ ん とす る 」
14 ｝

の が こ の 運動の 目的で あ る と言わ れ て い る 。 さ ら に
， 菊間俊 彦

氏 が 要約 して お ら れ る上 田丈夫 の 言葉 に よ る な らば ， 「祖国の 救 い と い う点 も

… … 現 代 に 於 て は 団体 と し て な し得 る こ とで 個 々 人 の 戦 い で は な く ， 共 同 の 戦

い で あ る 。 教 会存 立 の 大 い な る 意 義 は こ こ に あ る … … か く して 教 会 の 幻 は聖 な

る 公 同教会 の 正 し き実現 と こ の 本質 の 上 に 生 か さ れ る 祖 国 の 救 い の 努 力 で あ

る 」
15）とい う こ と で あ る 。

　「公 同運動」 は ， 以 ヒの よ う に ， 彼 ら の 言 う教 会 の あ る べ き 姿 に 根 ざ した 上

で ， 当時 の 教 会 に 対 す る批 判 と， 祖 国 の 救 い に 対 す る 熱情 を伴 っ た ム ー ブ メ ン

トだ っ た の で あ る 。

　 2． み くに 運 動

　福元 が 雑誌 『み くに 』 に 寄 稿 した の は 第 1 巻 2 月号 （1935） か ら第 5 巻 2 月

号 （1939） ま で で あ る 。 ほ とん ど毎 月執筆 し て い る 。 そ の 間 の 内容 は ， 主筆 の

今泉 の 思 想 が 変転 し て い っ た の に 比 し て
，

ほ ぼ
一一

質 した も の で あ る 。 「『み くに

運 動 』 は 公 同精神 の 具現化 」 と福元 は 言 っ た が ， そ の 意味 で 福元 の 執筆 内容 は

明 ら か に 1公 同運 動 」 の 『信仰 と生 活 』 で 言 わ れ て い る こ とに 根 ざ して い る 。

そ の 内容 を概 観 し て お きた い
。 ま た こ こ で は 聖 書研 究 や 随 筆 の 類 は 問 題 点 が 少

な い の で 取 り上 げ な い こ と とす る 。

　 まず 初 め て の 投 稿 記 事第 1 巻 2 月 号 「松陰先 生 雑 観 （
一

）」 の 中 に 次 の よ う

に あ る 。 こ れ は福 元 の そ の 時 点 で の 主 張 を 著 し て い る も の で ， 少 し 長 い が 引 用

して お く。

　基 督教会 の 先生 ， ま た 同輩 の 徒 に 於 て も然 り ， 彼 ら は 「教 会 の 国 家 に 対 3 る

使 命 を思 ひ 自 らの 今 日 まで の 不信 を恥 ぢ罪 を悔 い て 眞實 に 主 に 仕 へ 奉 ら ん と志

せ ば夫れ は 君 等の 分 で は な い 」 と言 う。 「併 し私 に は ど う も納得 が 出 来 な い の

で あ る 。 今 口の 基 督教 の 先 生 は神 に 対 し て は 傲 漫で あ り同僚 に 対 し て は 不遜 で
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あ り後 輩 か ら は 自分 に 対 し て 謙 遜 を要求 し つ つ あ る に は非 ら ざ る か … … 汝 が 忠

實 な らん と す る は所謂組織教会 で ある が 基督 が愛 し憂 い 給 ふ は此 の 国 で ある 。

此 の 国 の 罪 で あ る 。 望 み 給 ふ は此 の 国 の 救 ひ で あ る 。 汝 が よ い 気 に な っ て 教 会

論 な ぞ に 憂身 をや つ しつ つ あ る 問 に 汝 の 働きの 要 は な くな る で あ ら う。 何故 な

れ ば救 は る べ き 国 も福 音 も求 む る魂 も な くな っ て 了 ふ で あ ら うか ら 。 故 に 汝 若

し主 に 忠 實 な る僕 た らん とせ ば眼 を上 げて 組織教会 の 窓 よ り外 を 眺 め よ 。 而 し

て 汝の 召命 に 応 へ よ 。 然 り聖 霊 汝 を捨 て て 他 に 僕 を求 め去 ら ざ る前 に 神 よ りの

祝福を獲よ
， 汝力め て悔ひ よ。 空 しき名 と私 と権 とよ り自らを自由に せ よ。 十

字架 は 汝 を 自由 に さ す た め の 神 の め ぐみ な り。 汝 基 督 と その 十字架 の 外何物 に

も思 ひ を寄 す る勿れ ， 頼 む 勿 れ ， 若 し汝 が 基 督 の 名 に よ りて 立 つ を願 ふ もの な

ら ば」 （1−2，10〜 11）， 「福音 の 聖 火 を点 ず る こ と は 他国人 に も可能 で あ ら う，

又 事実 そ う し て 日本 に も十 字架の 救 ひ が 伝 へ ら れ た の で あ る 。 併 し 乍 ら
一

民 族

一
国家 を救 ふ こ とは 即真 に そ の 国家 に 福音 を植付け る こ とは他国人 に は結局不

能 の 業 に 属 す る 。 そ れ は 血 を異 に す る か らで あ る … …
畢竟 す る に 歴史 へ の 理 解

は 血 の 中 に 流 れ て い る力 に 拠 る の 外 に は な い
。 国家民 族 に 対 し て 西 洋の 考へ と

日本の 考 へ とが 異 な るの に 西 洋 思 想 其儘 を 日本 国家国体 に 当嵌 め よ う と して も

其 は 無 理 で あ る 。 権 利 義 務 よ りな る 約 束 の 国家 と血 を
一

に す る 大 家 族 と して の

国 体 とが ど う し て
一

律 に 批判 の 台 に 立 た さ れ よ う。 私 共 に と っ て は 皇 室 と 国 家

に 対 す る考 え は 殆 ど宗教的 の もの で あ っ て 権利義務 の 世 に 生 立 ち し人 々 の 理 解

を 超 え て い る 」 （1−2 ，12〜 13）。 故 に 日本 で は 日 本人 が 日本 人 の 精 神 で 教 会 を

建 て る べ き だ と い う こ と で あ る 。 厂日本 に生 を受 け し基督 の僕 の
一 人 と して 生

き 抜 き た い 」 と願 うの で あ る 。

　（1） 教会批判

　 「み くに 」 に お け る 福 元 の 教 会 批 判 は 初 期 の 執 筆 に 著 し く表 れ る 。 先 に 引 用

した もの も そ の 例 で あ る が ， 続 く第 1 巻 3 号 か ら 4
，
6 号 に か け て は 福 元 が 崇

敬 の 念 を抱 く吉 田松 陰 の 生 き 様 と比 べ な が ら キ リス ト教 会 の 様 が 批 判 さ れ て い

る 。 そ の 中 に 福元 の 教会 批判 の 内容 が 最 も よ く示 さ れ て い る と 思 わ れ る の で 要

点 を挙げて お くこ と とす る 。

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

「み くに 連動」 に お け る キ リス ト教 土 着化 の 問題 　
一 239 一

　ま ず 3 号 に お い て 福 元 は ，
フ ォ ル サ イ ス の 『十 字架 の 十字架性 』 を 紹 介 し

（1−3 ，
16）， そ の 中の 「十 字 架 は 神 の 行 為 で あ る 」 と い う言 葉 を説 き ， 「福音 と

は ， 神 の 言 と は ， 基 督 と は ，
こ の 人格 と は ， 神 の 行為 で あ る 。 抽象的な 言で は

な い
。 神 ， 人 と な り給 へ り， 行 為 が 言 だ 。 言 が 行 為 だ 。 即 ち ， 基 督 の 生 涯十字

架 の 死 ， 復 活 ， 基 督 の 人 格 に 関 す る
一 切 は ， 神 の 行 為 で あ る 」 と し た 上 で ，

「基 督 教 の 中心 を な す 福 音 は 抽 象的 な 『眞理 』 … … に 非 ら ず し て 墓 督 の 人 格 で

あ る こ と を知 っ た 。 而 して 信仰 と は 『人 の 義 と さ る る は律法 の 行 に よ らず キ リ

ス ト． イ エ ス を信 ず る信 仰 に よ る こ と を 知 りて た だ キ リス ト ・ イ エ ス を信 じ た

い 』 で あ る 。 行 為 に よ ら ず只 信仰 に よ る 。 斯 る 意 味 に 於 て 信 仰 と は 言 葉 で は な

くて 全 人 格 的 行 為 に 他 な ら ぬ 。 内 的 と か 外 的 と か ヤ ヤ コ シ キ 言語 を 用 ふ る 勿

れ 。 全 人 格的信頼 （キ リス トに 対 す る ） 即 信 仰 で あ る 。 尚言 え ば全人 格的行為

で あ る 。 神 の 人 格 的 応 答 即 信 仰 」 （13 ，16） と言 う 。 信 仰 と は 行為 で あ り， 悔

い 改 め も全 人 格 的 行 為 で あ り ， 罪人 で あ る 自分 の 中 に 神 の 行 為 が 働 く こ と ， キ

リス トが 住 む こ と なの で あ り， 故 に 悔 い 改 め の 人 生 とは キ リス トの 業 が 現れ る

人生 な の で あ る 。
こ の 点か ら見 る と今 日の キ リス ト教界 は 牧 師 と い わ ず長老 信

者 と い わ ず とて も松 陰 に 及 ぼ な い
，

と 言 う 。 1そ の 罪 を知 り て 之 を痛恨 し悔 改

を實行 す る 眞實 さ に 於 て
， 此 の 基 督 を 知 ら ざ る 自国 の 先 人 ， 青年殉国者 に 遠 く

及 ば な い の を 如 何 せ ん 。

… … そ の 説 く所 と其 の 行 為 と 眞反対 の 所 謂 説教 者 に 何

人 が 道 を き くか 」 で あ る 。 「行 為 を以 て ， 業 に よ ら ず信仰 に の み よ る 救 い の 福

音 を述 べ よ 。 悔改 の 説 教 に 頭 を 悩 ます は よ し ， さ れ ど 尚 層 勝 れ た る 説 教 は 悔

改 の 生 活 で あ る … … 私 は 『口 舌 （こ と ば ）』 の 宗 教 か ら 『人 格 （お こ な い ）』 の

宗教 に 生 きた い の で あ る 。 倫理 説 明 の 宗教 か ら生 命 の 流 る る基 督教 に か へ りた

い の で あ る 」 そ し て 「こ の 眞 實 を今 此 の 愛 す る 祖 国 に 身 を以 て あ ら は して ゆ く

も の と な させ 給 へ 」 とい う祈 りで 結 ん で い る （1− 3，17〜 18）。

　 次 の 4 号 で は ， 「信 仰 者 の 団 体 な る 教 会 は 光 の 団 体 で あ っ て 光 明 を愛 し暗 を

悪 み 之 を 却 け恒 に 常 に 新鮮 な る 空 気 の 褌 に 神 国 の 業 を励 む 世 界 で あ る
… … 求道

者 が 其 の 始 め 教 会 の 門 を く ぐ る や 實 に 生 々 し き心 の 者 で あ る に 拘 らず 信 者 と称

し て 教 会 の 牛 活 を長 く し て 居 る 中 に 如何 に 物 の 道 理 の わ か ら な い 没 道義 に し て
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恥 を知 らず悔 ゆ る こ と を知 らず困 っ た 頑迷者流 に な る こ とか
。 此 の 種の 人物で

今 日 の 所 謂 基 督教会 は ウ ヨ ウ ヨ し て い る … … 事 は 第
一 に 傳道 者牧師先 生 の 問題

で あ る。 是等の 人々 に よ っ て 如何 に神 の教会が 誤 られ世 の純情 な る魂 をしみ 喰

い 毀け て い る こ とか 。 今 日の 教会 は ， （實 は神 い ま さ ざ る ， 教会 と称 す る 団体

で あ る が ）悔 を 改 む る こ と を せ ぬ な ら ば寧 ろ挽 臼 を首 に か け られ て 海に 投げ入

れ られ ん方 ま され りで あ る」 （1−4 ， 13）， 「残念乍 ら今 日 の 教会 は 疑念百行 ， 猜

疑 私心 の 横行 跋 扈 す る と こ ろ で あ る 。 之 れ で は も は や 基 督 の 教 会 で は な い … …

私 は教会を して 又同信 の 友 を して 相共 に 如何 な る 場合 に も正 明 な る 空気 の 裡 に

出処 進退 を な さ しめ た い と祈 り願 う もの で ある 」 （1−4，14）。 ま た 次 の よ う に も

言 う 。 「若 し そ の 信 ず る と こ ろ に 忠で あ る な ら ば
， 速刻 解散 す べ き所謂教 会 が

い くつ あ る か 知 れ た もの で は あ る まい と思 わ れ る 。 本当の と こ ろ は 多 く真理 に

対 す る 忠 信 を 欠 き ， 教 会 に 対 す る 眞節 を欠 く故 に 教 会 が 大事 な の で あ る 。 人 は

屡屡 自己 を 益 す るた め に
一 生 懸命 な 傳道者 で あ り， 教会員 で あ る場合が あ る 。

眞 に 基 督 の た め教会 の た め に 懸命 に な る よ り もで あ る 」。

　 6 号 の 記事 「『こ と ば』 と人 格」 の 最後 で は 「十字架 を 口 に す る は 易 い
， 福

音 を言 葉 と して 語 る はだ れ に で も出来 る ， だ が それ を ， 十字架 を心 に 信ず る は

か た い
， 人 格 生 活 に 活 き る は か た い

。 『み くに 心 』 は 言葉 と信 仰 とが
一

人 格 の

生 活 を貫 く と こ ろ に あ る 。
い や 之 に 生 き抜 きた い と願 ふ と こ ろ に あ る 。 『心 に

て 信 ず る 』 こ と が さ き で あ る
， 『口 に 言 ひ 表 は す 』 こ と は あ と で あ る 」（16 ，

28） と さ れ て い る 。

　 （2） 愛 国 心

　初 回 の 投稿記事 の 中に 「基 督が 愛 し憂 い 給 ふ は此 の 国 で あ る 。 此 の 国 の 罪 で

あ る 。 望 み 給ふ は此 の 国 の 救 ひ で あ る」 と あ っ た が ， 第 1巻 9 号 「終末思 想 と

愛 国 心 」 （1−9 ，
3〜 11）に お い て は ， 終末思想が 世界 と人 生 に 対 して 生 む 二 つ の

著 し い 態 度か ら始 め て 愛 国 の 重 要 性 を説 い て い る 。

　終末思 想が 生 む 二 つ の 著 しい 態 度 と は
，

一
つ は 「地 上 生 活 は ま こ と は 永続す

る もの で は な く，
い つ れ は 中間 時の 暫時的 の もの で あ る か ら ， 真剣 に な つ て も

っ まらない
。 今に地は とけ天 は捲 き去 られ て全 く此 の 現在の 世界 と関係 な き新
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天 新 地 が 實現 す る
， そ の 時 を俟 っ て さ へ をれ ば よ い

， そ れ を俟 つ の が
， 信仰だ

か ら」 と い う態度 で あ る 。 も う
一

つ は 「第
一

の 永続絶対 な る神国を 基礎基 準 と

して ， 歴 史 と現 実 生活 と を 重視 す る態度 」 で あ る 。 そ れ を 意識 す る と ， 地 上 の

もの に 対 す る 新 し い 価値 意 識 を持 つ に 至 る
，

と 言 う 。 そ れ は ど う い う こ とか と

言 う と 「地上 生活 は 永遠 絶 対 な る世 界 に そ の 源 泉 を有 ち ， 其 処 よ り発 し て 来 る

もの な り との 信 念 は ， 小 さ き事 の 中 に も ， か りそ め な らぬ 心 を くば る よ う に な

る 」。 家 族 の 関係 に も ， ま た 平常 に 起 居 動 作 や 思 い 考 え に も ， 絶 対 界 か ら判 断

せ られ つ つ あ る の だ と 考 え る に 至 っ て は ， 自 ら森厳 な る もの を感 じぜ ざ る を得

な い の で あ る 。 「而 し て
・
身 骨 肉朋 友 の 関係 の 新 し き見 方 は 当然 の こ と と して

是等を して 斯 くの 如 くあ ら しめ る 国 家民 族 へ の 関係 に 及 ぼ ざ る を 得 な い
。 寧 ろ

こ こ に ま で 向 は ね ば本筋 に 入 れ り と は 言 ひ 難 い 」 と し ， 「イ エ ス の 宣 教 は 個 人

の 救 ひ に 重 点 が あ る の で は な い
， 神 の 国 の 実現 に あ る 。 神 の 国 を 思 は ず して 個

人 の 救 ひ は考 へ られ な い 」 と言 うの で あ る 。 で あ る か ら， 自分 達 に と っ て は地

上 関 係 に 関す る限 り民 族国家の 問題 は最 も重要な 問題 に な る の で あ る 。 イ エ ス

が 「人 そ の 友 の た め に 生 命 を捨 つ る ， 是 よ り大 な る愛 は な し」 と言 っ て お られ

る が
， 「友 と言 ひ 隣人 と言 ひ

， 同 胞 祖 国 を 以 て 最 も近 い 間 柄 と考 へ て 誤 りは な

い
。 斯 くて 愛 国心 は 基 督 者 に と っ て は本 質 的 な もの で あ っ て ， 付 属 的 の もの で

も第 二 義 な もの で も決 し て な い 」 の で あ る 。 で は 何 が 愛 国 心 の 内容 を 批判 し
，

指導 す る 標準 で あ る の か と 言 う と
， 「愛 国心 は基 督 教 生 活 に と っ て ， 『天 の 父 の

完 き如 く汝 等 も完 か れ 』 と仰 せ ら る る 時 ， わ れ わ れ が 此 の 御 言葉 に 忠 な らん と

す る の は 此 の 地 上 の 関係 に 於 て で あ る か ら ， 愛 国 心 は本 質 的 の もの で あ る は勿

論 で あ る が ， 国 に 対 す る 忠義心 は結局 は神 国 に 対 す る 忠義 心 の 手 段 で あ る ， そ

れ は 国家 の 最後 の 目的 とす る と こ ろ は神国の 實現 に あ る か らで あ る … … 愛国心

だ け で は 不十分 で あ る 。 神国 へ の 忠義心 が な け れ ばな らぬ
。 此 の 世 の 国 の 向ふ

に 神 の 国 を見 な けれ ば 」 と言 う の で あ る 。 さ ら に イ エ ス の 「神 の 国 は ， 視 よ此

処 に 彼処 に と言ふ 如 き もの で は な い
， 視 よ汝 らの う ち に あ る」 との 言 葉 か ら次

の よ う に 結 論 づ け る の で あ る 。 「時間 的 に で も な い
， 又 距離的 に で もな い

， 今

汝 ら の う ち に ， 立 っ て い る と こ ろ に
， 日本 に ， 日本 に 神 の 国が あ る で は な い
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か 。 日本が 神 の 国で あ る 。 他処 の ど こ へ 探 し に ゆ くの か
。 日本 が 神 の 国 で あ る

の に 。

… … 神 の 国 を皇国の 外 に 見 て お る うち は 神 の 国は す こ し も實感 と して も

真理 と して もつ か め て は い な い の で あ る … … 日 本 で い い 。 日本 が 神 の 国 で あ

る 。 日本 に 仕 へ る こ と と神の 国 に 仕 へ る こ と との 間 に 何 もの も介在 し て は な ら

ぬ 。 勿論真理 の 問題 と し て で あ る 。 日本 だ け で い い
， 日本 だ け が 問題 に な れ ば

い い
， わ が た め の キ リス トだ けが問題 に なればい い

， 神の 国を 日本以外 に 意識

し て は な らな い
， ソ ン ナ 気紛 れ な 神 の 国の 思 ひ 方 に キ リス トが心 を向 け られ る

と思ふ か 。 ソ ン ナ 余所 目信仰 に 何の 真実が あ り得 よ う。 自分 が 知 っ て い る 。 自

分 の 日 々 が 神の 国 に か か は りある か ど うか は 自分が 一 番 よ く知 っ て い る 。 神 の

国 を空 想 す る こ と を止 め よ 。 日本 に 神 の 国 を體認 せ よ 。 體 認 す る の だ 」 と 。 そ

して 「み くに 」精神 は 「眞實 の 日本人 とな る こ と
，

ナ タ ナ エ ル が マ コ トの イ ス

ラ エ ル 人 で あ っ た 如 く，
こ れ が 『み くに 』 同志 の 律 法 で あ る 」 と して い る の で

ある 。

　第 2 巻 5 号 「落花有情」 に 「信仰 に 生 き る こ と祖国 を思 うこ と愛す る こ と，

祖 国 の た め に は 火 を も水 を も と心 を定 め る こ と と は
， 全 く相 容 れ な い も の の 如

くに き め こ ん で い る の が ， 今 日の 所謂熱心 な基督信者 と 自称 す る人 達 で あ る 。

こ の 人 達 は
… … イ エ ス 様 の イ ス ラ エ ル

，
つ ま り祖国 に対 す る御 態 度 を ， そ れ か

らパ ウ ロ
，

ヨ ハ ネ ，
ペ テ ロ の 徒の そ の 祖国 に はせ る心 情 に 心 を潜 め る必要 が あ

る ・… ・聖 書 に あ ら は れ た 祖国愛 を よ み や ぶ らね ば な らな い
。 そ して 世界全 体 を

念 ふ 心 と祖 国 の た め に 祈 る こ こ ろ の 深 く高 く相 通 へ る境 地 を さ が し あ て ね ば な

らな い 」 と し ， 卜 體今 日の 所 謂 基 督者程 ， 無 内容 な ， 現実性 を欠 い た 具 体 性

を有た ぬ
， 『信仰』 に 満足 し て い る もの が あ る だ ら うか … … そ こ に は 少 し も信

ず る人 格 の 生 き た 働 き が 見 ら れ な い 」 と 再 び 批 判 の 言 葉 を 発 し
， 最 後 に は

「『み くに 』 の 進 も う と して い る道 が ， 今 日 の 西 洋直傳 の あ ち らの 歴 史 と社会

とを背景 に した 基督教 を ウ呑 み に す る よ うに 教育 され た我国の 基督教 の 教師先

生 や 禿学の 人 達 に 直 ち に 納得 で き ぬ と し て も， 致方 な い
。 イ エ ス 様 さ へ も宗教

教 師 な る パ リサ イ 先 生 達 を説 き ふ せ る の に は 成 功 し な か っ た … … 『み くに 』

は ， だ か ら篤 く十 字 架 の 福 音 を信 じ ， 聖 霊 の 御指導 の ま に ま に 決 して 悪 を謀 ら
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ず善 事 を喜 び ， 日本 の 国体 ， そ の 歴 史 の 裡 に ， 創世 の は じ め よ り働 き給 ふ て 今

こ こ に
， わ れ ら に 特別 な る 便命 を以 て 臨 み た まふ 神 の 御声 に ， 従ふ を以 て 分 と

す べ き」 で あ る と説 き ， 加 え て 「キ リ ス トに 御 仕 へ 申す と い ふ こ と を ， 上 御
一

人 へ の ， 實 に 『私』 な き 陛下 へ の 忠義 に 見出 す よ ろ こ び に 生 き ね ばな らぬ … …

『わ が 同胞 の救 ひ の た め に な る な ら ば
， わ が 身 キ リ ス トに 破 門 さ る る も亦 意 と

し な い
。 』 と 申せ しパ ウ ロ の よ うに ， 更 に ， イ ス ラ エ ル の た め ，

エ ル サ レ ム に

悲嘆 の 涙 を しぼ られ た 主 イ エ ス の よ うに … … 『わ れ は 日本 の た め に
， 君 の た め

に は キ リス トに 破 門 さ る る と も』 と ま で の 熱情 に 生 き た い も の で あ る 。

・

『わ が 心 の 心 な る 日本 ， わ が 生 命 の 生 命 な る上 御
一

人 』 な る 生 涯 に 生 き 抜 き た

い も の で あ る 」 と し て い る の で あ る 。

III． 福 元 利 之 助 に お け る 日本 的 な る もの

　高 倉 を 中心 に し て 始 ま っ た 福 音 同 志 会 と は 何 で あ っ た の か との 分 析 に お い

て ， 佐藤敏 夫氏 は 「今 日か ら見 れ ば ，

一
種 の 教会 革新運 動 と い う こ とが で き る

で あ ろ う」
16）と し て い る 。 そ れ が 開始 さ れ た 事 情 に つ い て は 「一 つ は 目本 基 督

教会 の 固定化 ， 平 板 化 」が あ り， 「現状 に 満 足 せ ず ， 革新運 動 を お こ さ ず に は

や ま な い よ う な 情 熱 と エ ネ ル ギ ー 」 が 他方 に は あ っ た の で あ る 。 も う
一

つ は植

村正 久 の 没 後 五 年 とい う こ と を指摘 さ れ る 。 植村が リー ダー シ ッ プ を 取 っ た 時

代 が 終 わ り ， そ の 間 隙 と空 白 と混 沌 の 中か ら ， 高倉 を 中心 に して 若 い エ ネ ル ギ

ー が 結 集 し ， 噴出 し た と い う こ と で あ る 。 福元 利 之 助 も こ の 運 動 に 若 い 血 を燃

や し た の で あ る 。 し か し ， こ の 革新運 動 は 成功 せ ず ， 福元利之 助 を含 む 急進 派

が 新 し い 運 動 を 開始 す る 方 向 を 取 っ て し ま う 。

　福 音 同 志 会 で は 見 られ な い が ， 公 同運 動 の 公 同精 神 ，
つ ま り公 同教 会 と祖 国

の 救 い を論 じ始 め た 頃 か ら
， 大内三 郎氏 が 指摘 さ れ る よ うに 「口本 へ の 情緒的

な 回 想 が 福 元 牧 師 の 内部 に し だ い に 発 酵 し は じ め た 」
’η の で は な い だ ろ う か 。

そ れ に し て も 「祖 国 」 と い え ば ， 佐藤氏 が 「高 倉徳太 郎 とそ の 時代』 に 引用 し

て お られ る ， 福音 同志 会 発 足 た め の 会合 を持 っ た 日 （昭和 5 年〔1930年〕7 月 18

日） の 高倉 の 日記 の 記 述 に は 「夜 は 『我等 の 団 体 の 使 命 と 意義』 に つ き実 に 真
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剣 に 語 り， 団体 の 目的 を意 識 し ， 道 義 を潔 め ん とせ り。 た だ 主 キ リ ス トの み こ

こ に 支 配 し給 う を 確信 す る 。

… … 高 き使命 の Vision一 此 の 団体 の 為 に 静止

を誓 う
一

十字架 に 於 て 祖国 を 憂 え， 愛 す る 。

… … 」
18）と あ る 。 今 泉 も高倉 の

「十字 架 に 於 て 祖 国 を憂 ふ 」 とい う言 葉 をあ げ て 「眞 の 神学 者 こ そ 節義 あ る基

督者 で あ り愛国者 で ある こ と を先生 に 於 て 見る」
19）と後 に 書い て い る 。 福音同

志 会 開 始 の こ の あ た り に す で に ， 急 進 派 の 公 同運 動 の 祖 国 ・ 愛 国 の 救 い の 精 神

の 芽が 出て い る の で は な い だ ろ うか 。

　 『信仰 と生 活』 で は さ ほ ど急進的 な 発 言 を して い る わ け で は な い 福元 で あ る

が
， 内 に 蓄 積 さ れ た も の が 「み くに 運 動 」 へ の 参 加 と し て 現 さ れ た の で あ ろ う

か
。 そ れ に 比 例 す る よ う に ， 福元 が キ リス ト者 と な っ た 時 に は気 に な ら な か っ

た キ リ ス ト教 の 西 洋 的 な 部 分 に 対 す る 反 発 も増 大 し て き た の で は な い だ ろ う

か 。 こ れ は 日本 人 の 精神 構造 の 下 層 か らの 反 発 の 現 れ で あ ろ う。
こ の 点 に つ い

て の 議論 は 機会 を待 ち た い と思 う 。 こ の 論 文 で は紙面 の 都合上 福元 利 之助 の 内

面 で の 日本 的 な る もの に よ る 変転 を見 る に と ど め て お くこ と と す る 。

　 フ ァ シ ズ ム 体制 に な りつ っ あ る 社会状 況 に も
一

つ の 要因 を見 る こ とが で き る

で あ ろ うが
， 大 内氏 が 「キ リ ス ト教 の 福 音 ，

そ れ は 福 元牧師 を伝道者 に まで 駆

りた て る まで に か れ を高揚 させ
， そ の 論理 あ る い は 神学 と い っ て よ い と思 う

が ， そ れ は牧師 を納得 さ せ て い な が ら ， 日本 の キ リス ト教 が 教 会 と い う場 で 動

い て い る姿 は ， 実感的 に は西欧的な もの に 充満 して い る 。 こ の 光景 は 昭和六 年

か らい よ い よ く非 常時 〉 体制 に 入 っ て きて ， 福 元 牧師 に はや り きれ なか っ た の

で は あ る ま い か 。 だ か ら 『公 同 運 動 』 で 日本 の キ リス ト教 会 を改 革 し よ う と す

る 運動 に 参加 した が ， そ の 改 革意識 は さ ら に 『公 同 運 動 』 で は合 点 で き ず 『み

くに 運動』 へ と突入 し た とみ て ど うだ ろ う」 と指摘 さ れ て い る こ と は妥 当 だ と

思 わ れ る 。 しか し も う一 歩 踏 み 込 ん で
， 「や り きれ な か っ た 」思 い を形 成 さ せ

た もの を探 る必要 が あ る の で あ る 。

む すび

　福元 は 『み くに 』執筆 を 5 年 目 に 止 め て い る 。 こ の こ と に 関 して の 理 由 は明
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らか で は な い の で
，

こ れ は 推 測 で しか な い が ， 「み くに 運 動 」 の 思 想 の 極端 な

転 向 が ま ず第
一

の 理 由 で は な か ろ うか 。 す で に 主 筆 今 泉 源 吉 は 4 年 目 に 「天 照

大神 こ そ 眞神」 （4−11 ，
16） とい う告 白に 至 っ て お り， キ リス トの 十字架 は 天 照

大 神 を拝 し奉 る
一

つ の 段階 で あ る こ とが わ か っ た と言 い き っ て い る 。 しか し ．

福元 は今泉批判 をす るわ けで は な く，
そ の 後 も親交 は続い て い る 。

　 『み くに 』 の 執 筆 か ら 退 い た も う
一

つ の 理 由 は 『無 果 実』 の 出版 に 専念 す る

た め で あ っ た よ うで あ る が
，

そ の 毎 月 の 日記抄 の 中 に は上 京 の 度 に 「み くに 」

の 同 志達 との 面会 や 今 泉訪 問 の 報告 が され て い る 。 しか し そ の 後 の 『無 果 実 』

の 中 で 「み くに 」 に つ い て 語 ら れ る こ と は な い 。

　 こ こ で あ げ て お きた い も う
一

つ の 問 い は
， 今泉 も そ う で あ るが

， 運 動 が 解体

し た ， あ る い は退 い た 後 に 何 故 こ の よ う に 沈黙 して しま うの か とい う こ と で あ

る 。 そ れ は 愚問 で あ る の か も しれ な い が ， 指 導者 で あ っ て 多 くの 人 々 に それ な

りの 影 響 を与 え た 者 が 何故 こ の よ うに な る の で あ ろ うか 。
こ う い う場 合 の 福 元

の 言 う 「忠義」 の 行 方 に も疑 問 が 残 る 。

　福 元 の 内面 で 日本的 な もの が お こ し た 教会 に 対 す る や り きれ な さ
，

ま た そ の

結末 に つ い て は 改 め て 論 ず る こ と と す る 。
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