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伝 道 す る 教 会 の 形 成

一 世界 伝道 と私た ち の 使命一

レ
ー

マ ン ， G ．　 D ．

序

　キ リス ト教会 の 歴 史で 注 目すべ き こ との ひ とつ は ， そ の 発 展 の 実 態 で あ る 。

イ エ ス ・ キ リス トの 復 活 の 証 人 と し て 選 ばれ た一
握 りの 弟 子 た ち か ら始 ま っ た

キ リス ト教 会は ， 2000年 後 の 今 ， 多様 な形態 で 地球上 の 人 口 60 億人 の 三 分 の

一 を 占め て い る 。 し か し な が ら 今ひ とつ の 実態 は ，
こ こ 日本 と同 様 ， む し ろ 西

洋世界で は さ らに 深刻 に ， 私 た ちが 身 を も っ て 感 じ て い る の は ， こ の 発 展 が 事

実上 停滞 し て い る こ とで あ る 。 私 は こ の 小 論 に お い て ， 現 在多 くの 教会 が 直面

し て い るジ レ ン マ に 関 し て 歴史的な分析に基づ き，
い くつ か の 考察を行い た い 。

　 こ こ で は 私 は 今 日の 教 会 を 生 み 出 し た 20 世 紀 の 間 の 教 会 形 成 の 特 徴 を 要 約

す る こ とに よ っ て ， 20 世紀半 ば に 教会 が 直面 し た 困難 の 源 を明 らか に し よ うと

し た 。 さ らに 私 は 20 世 紀 後 半 の 教 会 の 問題 点 と課 題 を 明 ら か に し ， 私 た ち が 今

日， 目指 し て い る 伝道す る教 会 に な る た め の 聖 書 的神 学 的方 向 付け を得 た い と

願 っ て い る 。

第 1部　教会の 歴 史的拡張 の 特徴

A ． 使徒後 の 時 代

　教 会 の 進 展 が ペ ン テ コ ス テ か ら始 ま っ た こ とは い う ま で も な い 。 イ ェ ス ・キ

リス トの 復活 の 目撃者 た ち は 聖 霊 に よ っ て 力 づ け られ ， 彼 らに ゆ だ ね られ た 課

題 に 取 り組 ん だ 。 まさに ペ ン テ コ ス テ の そ の 日か ら ， 福音は 諸民族 に 語 りか け
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られ ， 驚 くべ き成果 を あ げ て い た 。 最初 の 回 心 者は ユ ダ ヤ 人 ， そ し て 異 邦 人 ユ

ダ ヤ教 徒 を ふ くむ 諸国 民 か ら改宗者 を 得た 。 初代 教 会の 指 導者 た ち は ， す ぐ に

こ の こ とを イザ ヤ とゼ カ リヤ の 預 言 の 成就 とみ た で あ ろ う 。

　 「多 くの 民 が 来 て 言 う 。

『主 の 山 に 登 り， ヤ コ ブの 神 の 家 に 行 こ う 。 主 は わ た

した ち に 道 を 示 さ れ る 。 わ た し た ち は そ の 道 を歩 も う』 と 。 主の 教 え は シ オ ン

か ら， 御 言 葉 は エ ル サ レム か ら 出 る 」 （イ ザ ヤ 2 ：3）。

「
万 軍 の 主 は こ う 言 わ れ

る 。 そ の 日 ， あ ら ゆ る 言 葉 の 国 々 の 中か ら， 十人 の 男 が 一 人 の ユ ダ の 人 の 裾 を

つ か ん で 言 う 。

『あ な た た ち と共 に行 かせ て ほ しい 。 我 々 は ，神が あ な た た ち と

共 に お られ る と 聞 い た か ら だ S 」 （ゼ カ リヤ 8 ：23）。

　 こ れ が 弟 子 た ちの もっ た 最初 の 理 解で あ る と し て も，
こ の 理 解は や が て 間 も

な く変化 し た 。 三 つ の 要 素 が 働 い て 初 期 キ リス ト者 の 考 え と行 動 は 徐 々 に 修 正

され て い っ た の で あ る 。

　 （1）　 キ リス トの 第 二 の 来 臨 は 期 待 され た よ うに 早 くは こ な い とい うこ と 。 歴

史的文脈 を強調 す る 歴史家ル カ が 恐 ら く最初 に 認識 し た こ とで あ ろ うが ， 教 会

の 宣 教 内容 は 短 期 間 の ， 熱狂 的 な 事 柄 で は な くて ， 歴 史 の 中で ， 世 界 に 着 実 に

展 開 し て い くプ ロ グ ラム で あ る とい うこ と。

　 （2） 第 二 に 新 し く形 成 され た 教会 の 運 動 は 外部 か らエ ル サ レ ム へ とい うの

で は な く ， 内部か ら外部 へ
， す な わ ち エ ル サ レ ム に 生 まれ ， 全 世 界 へ と広 が っ

た こ とで あ る 。 こ の 発 展 は パ ウ ロ とペ テ ロ の 経 験 か ら特 に 明瞭 に な っ た 。 選 民

思 想 は 退 け られ た 。 イ エ ス ・キ リス トは す べ て の 人 の た め に 死 なれ た の で あ る 。

　 （3） 第 三 に エ ル サ レ ム 教会 を 中心 とし た キ リス ト教 運 動 は 紀 元 70 年 の エ ル

サ レ ム 破 壊 と共 に 終 わ っ た 。 そ の 出来事 以 来 ， キ リ ス ト教 は 聖 地 を 持 つ こ とな

く ， 主 イ エ ス ・キ リス トに の み 焦 点 を 置 い て き た 。 キ リス ト者 は 神 の 民 ， 地 上

の 旅 人 で あ り， 聖 霊 の 賜 物 を 受 け ， 神 の 言 葉す な わ ち聖 書 を手 に し て い て ，
エ

ル サ レ ム の 必 要 は な か っ た の で あ る 。

　初 代 教会は ， 伝道す る 教会で あ っ た 。 た し か に パ ウ ロ や バ ル ナ バ の よ うに 福

音 を宣 教 す る た め に 教 会 の 代 表 と し て 選 ば れ 任 命 され た 専 従 者 は い た 。 し か し

第 1世紀 の 福 音 の 伸展 は こ れ らの 人 た ちの 働 きが 主 な もの で は なか っ た 。 使徒
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言 行録 8 ：4 をみ る とス テ パ ノの 殉教 に 続い て 起 こ っ た 迫害 で 散 ら され た キ リス

ト者た ち は そ れ ぞ れ の と こ ろ で 福音 を 宣 べ 伝 え新 し い 回 心 者 を 得 ， 教 会 を た て

た 。 初期 の キ リス ト者の 多 くは 奴隷 で あ り商 人 で あ り， 職人 で あ っ た が ， 皆 ，

証 し人で あっ た 。 これ らの 初期の 宣教者たちが無名で あ っ た こ とは 印象深 い 。

第 2 世 紀 に は キ リス ト者 の 活動の 主 な 中心 は 三 カ 所 ， ア ン テ オ ケ ，
ロ

ー
マ

， ア

レ キ サ ン ド リア で あ っ た 。 こ れ ら の 教 会の 設 立 者が 知 られ て い ない とい うこ と

は 注 目 に 値す る 。 教 会は キ リス トの 体 で あ り ， イ エ ス ・キ リス トが 始 め た も う

た こ とを教 会 が 引 き継 い だ の で あ る 。 焦 点 は キ リス ト者 が 行 く先 々 で 証 し 人 の

共 同 体 を形 成 す る こ と で あ っ た 。 軍 事力 で 平 和 を 保 ち ， 整 備 され た 道路で 効果

的 な ネ ッ トワ
ー

ク を もち ， ギ リシ ャ 語 を 共 通 語 とし た ロ ー マ 帝国は
， 第 1世 紀

か ら第 4 世 紀 の 間 ， 福音 の 伝播 に 好都合 で あ っ た 。 最初 の 頃 の 教会は パ レ ス チ

ナ の 地 方言 語 で あ る ア ラ ム 語 を話 し て い た が
，

ま もな く共 通 ギ リシ ャ 語 に 変 わ

っ て い っ た 。 キ リス ト教 信 仰 は 自然 的 に ， ま た 意 図 的 に ， す な わ ち 信 者 た ち が

散 ら され る こ とで ， ま た 計画的な宣教活 動 で 帝国全域 に 広 ま っ た 。
ユ ダ ヤ 人 た

ち が ロ
ー

マ 帝国の い た る と こ ろ に 住ん で お り， 人 口 の 7 パ ー セ ン ト以 上 を占め

て い た 。
ユ ダ ヤ 人 の 捕 囚 時代 に 発 展 し た シ ナ ゴ グ 運 動 は 今 や 離 散 し た 人 々 と共

に 広 ま っ て い っ た 。 シ ナ ゴ グ を通 し て 多 くの 異邦 人 た ち は ユ ダ ヤ の
一

神教 に 惹

き つ け られ ， 彼 ら の
一 部 は 割 礼 を 受 け た 。 し か し 多 くの 人 た ち は 「神 を畏 れ る

者 」 に とど ま っ て い た 。 離散 の ユ ダ ヤ 人 の
一

部 と彼 らに 影 響 され た 異 邦 人 た ち

は 福音宣教 と教会 設立 の 豊 か な 土 壌 と な っ た 。 パ ウ ロ や そ の 同労者 の 働 きは ル

カ 文 書 で よ く知 られ て い る が ， い た る と こ ろ へ 出 向 い た 無 名 の 数多 くの 宣 教 に

専従 し た 人 々 が い た こ とは 疑 い 得 な い こ とで あ る 。

　そ れ に もか か わ らず ， 無数 の 匿 名 の 信徒 の 証 し 人 な し に は 教会は こ の よ うに

拡 大 で き な か っ た で あ ろ う。 最初 の 3世 紀 の 間 に ， 教 会 は ， す べ て の 始 ま りで

あ る パ レ ス チ ナ や パ ウ ロ の 伝道旅行 とか か わ る 地域 の み な らず ，
エ ジ プ ト，

ヌ

ビ ヤ （今 の ス ー ダ ン ）， メ ソ ポ タ ミヤ ， シ リヤ ， 北 ア フ リ カ ， イ タ リヤ ， 南 フ ラ

ン ス
，

ス ペ イ ン ， イギ リス で 設 立 され 成長 し た 。 す で に 第 1 世紀後半 に 始 ま っ

た ロ
ー

マ の 迫 害 に もか か わ らず こ の 驚 くべ き成長 は ， 聖 書 に 記 され て い るだ け
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で な く ， イ グ ナ テ ィ オ ス の 手 紙 （紀 元 110 頃 ），
プ リニ ウ ス の 手 紙 （紀 元 112

頃 ）， ク レ メ ン ス とオ リゲ ネ ス の 文 書 （エ ジ プ ト）， テ ル ト ゥ リア ヌ ス とキ プ リ

ア ヌ ス の 文 書 （北 ア フ リカ ），
エ イ レ ナ イ オ ス （フ ラ ン ス ）， カ イ サ リア の エ ウ

セ ビ オ ス の 文書に 書き残 されて い る 。 こ れ ら の 文 書は ， 初期 の 教会 に どの よ う

な 障害が あ ろ うと も回心 者 を得 る こ とが 出来 ， ま た それ が 可能 で あ る とい う確

信 の あ っ た こ とを 語 っ て い る 。 ま た 当時 の 文書 は ， ギ リシ ャ 語 が 全帝 国 の 教養

あ る 人 々 の 間 で は 理 解 され て い た が
， 大 衆 に 福 音 を伝 え る た め に

， 3 世 紀 ま で

に 聖 書 を ラ テ ン 語 ， ケル ト語 ，
コ プ ト語 や そ の 他 の 地 方 の 言葉 に 翻訳 し始 め た

こ とを示 し て い る 。 3 世 紀 末 ま で 教 会 は 都 市 に 集 中す る傾 向 が あ っ た が
，

ロ ー

マ 帝 国 の どの 地 域 で もあ る 程 度福音 は 浸透 し て い た 。
パ ウ ロ の 伝道活動の 記 録

で 明 らか なご と く，
ロ ー マ 帝 国全 域 に 教会 を 設 立す る計 画 が あ っ た 。 さ ら に 初

期 の 時代 に 使 徒言 行録 に 記 され て い る 地 方 の み な らず ロ
ー

マ 帝国を こ えて イ ン

ドや メ ソ ポ タ ミヤ に ま で も伝 道 の 旅 が な され た と い う記録 もあ る 。 し か し 何 よ

りも ， こ れ らの 最初の 世紀 の 教 会生 活 は 信 徒 の 自発 的 な 熱 心 な証 し が 特徴 で あ

る。 心 満 た され た 言葉 が あふ れ 出 る状 態 で あ っ た （Neill， 20 − 35）。

　ま た教会の 初期 の 時代 は 迫害 に よ っ て 特徴 づ け られ る 。 キ リス ト者 に 対す る

ネ ロ 皇 帝 の 恐 るべ き拷 問 と殉 教 は 有名 で あ る （紀 元 64− 65）。 し か し 迫 害 は 最 初

の 3 世 紀 間つ づ い た 。 それ は 3 世紀 の 半ば ， デ キ ウス 帝 に よ っ て 命 じ られ た 組

織 的 迫 害 に い た る ま で 断続 的 に 続 い た 。 殉 教 に 直面 し て 信 徒た ちが 示 し た 勇気

と確 信 は 力 強 い 証 し と な り ， さ ら に 多 くの 回 心 者を え る 結果 に な っ た こ と を 多

くの 記 録 が 語 っ て い る 。 歴 史家 た ちは ， 3 世 紀 終 わ りに は ロ
ー

マ 帝国の 人 口 は

5 千 万 人 で あ り， そ の 10 パ ー セ ン トほ ど が キ リス ト者 に な っ て い た と い う

（Neill，38− 9）。

　 こ れ ら の 初 期 キ リス ト者 の ほ とん ど は 低 い 身分 の まず し い 人 々
， 奴 隷 ， 女性 ，

職人 ， 小 商人 ， 子 供 ， 兵 隊 た ちで あ っ た 。 他方 ， 初期の 教会は 教養人 や 知識 層

の 人 々 ， 信 仰 と真 の 知 識 を 福 音 に 基礎 付 け た 殉 教 者 ユ ス テ ィ ノ ス の よ うな 人 た

ち を も魅 了 し た 。
ロ

ー
マ 文学 とギ リシ ャ 哲学が 一 般 的 に 後退 し た こ の 時代 に 教

会 は ク レ メ ン ス や オ リゲ ネ ス
， テ ル ト ゥ リア ヌ ス

， キ プ リア ヌ ス な ど の 才 能 あ
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る人 た ちを生 み出し た 。 第 4世紀の 最初の 20年間に状況 は 一 変した 。
コ ン ス タ

ン テ ィ ヌ ス 帝 （274− 337）が キ リス ト教 に 対 し て 徐 々 に 好 意 を持 ち 始 め ， 国教

とし て キ リス ト教 を 受 け 入 れ ，
つ い に そ の 生 涯 の 終わ りに み ず か ら洗礼 を受 け

キ リス ト者 に な っ た 。 こ の 時か ら キ リス ト者 は 自由 に な っ た が 同 時 に キ リス ト

者 で あ る こ とが 流行 に な っ た 。 多 くの 人 に と っ て ， キ リス ト者 に な る とい うこ

とは 現実的 に利益を得る こ と とな り， 何 千 とい う人 が 洗礼 を 受 け た 。 キ リス ト

者 の 数 は コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 帝 の 国教化 に と もな い 100 年 の 間に お そ ら く 4 倍

に な っ た とい わ れ て い る 。　　 歴 史 の こ の 時点 か ら キ リス ト者 に な る とい うこ

とは ， 何 か 政治的勢力や 文 化的影響 に か か わ る とい うこ とに な っ た の で あ る 。

信者 に よ る熱 心 な 自発 的 な証 し とい う意味 の 宣教 は 終 わ りを告げ た 。 最早 キ リ

ス トの 名 に お い て ， キ リス トの ゆ え に な され る キ リス ト者 の 自然 な行 動 の 大 部

分 は な くな っ た 。 む し ろ ， 多 くの 人 た ち に と っ て キ リス ト教信仰 は ， 人 生 とそ

の 目的の 根源的な 変化で あ る よ りは ， 教 理 的教 え へ の 同 意 と結 び つ い た 表 面 的

な こ とが らに な りが ちで あ っ た 。

　 に もか か わ らず ， 4 世 紀 ， 5 世 紀 の 間 ， 活発 な伝道 活 動 が 特 に ロ ー
マ 帝 国 周 辺

で 続 け られ て い た 。 た と え ば エ チ オ ピ ア の フ ル メ ン テ ィ オ ス
， タ ウ マ ト ゥル ゴ

ス （奇跡 をお こ な う者） とし て よ く知 られ て い る カ パ ドキ ア の グ レ ゴ リオ ス
，

ア ル メ ニ ア の 啓蒙者 グ レ ゴ リ ウ ス （240頃
一332頃），

ゴ ー
ト人 の 間 で 活 躍 し た

ウル フ ィ ラ ス （311 頃
一383）　 　 彼 は 聖 書 を ゴ ー ト語 に 翻 訳 し た 　 　， さ らに

432 年 こ ろ か ら ア イル ラン ド で 伝道 し た聖 バ ト リ ッ ク ， 北 フ ラ ン ス
， ツ

ー
ル の

聖 マ ル チ ヌ ス （316 − 397） な ど の 福音 的 な活 動が あ る （Ncin ，
40− 2）。

　要約す れ ば ， キ リス ト教伝 道 の こ の 最初 の 時期 を特 徴 付 け る キ ー
ワ

ー ドは ，

（1） キ リス ト者 は 自発 的 に
，

ま た そ の 動 機 な ど を よ く考 え て とい うよ り も ， 単

純に 宣教命令を引き継い だ 。 （2）伝道 が直面 した文化的対立はほ とん どなか っ

た 。 と い うの は 彼 ら 自身 が す で に 多 文 化 と 多 言 語 の 環 境 の 中で 宣 教 し た か らで

あ る 。 （3） こ の 時代 の 宣教 は何 の 政治的含みもな か っ た 。 （4）伝道活動 は 回心

者 の 獲得 と教会 の 形 成 の た め の 証 し に 集 中 し ， 教育 と社会 の 施 設 な ど は キ リス

ト者 も関わ っ て は い た が伝道活動 の 意図的な 目的 で は なか っ た （Bavinck
，
228一
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9）。 最 初 の 5 世 紀 の 間 ， キ リス ト信 仰 の 伝 播 は 目を 見 張 る もの が あ っ た 。 未 来

は 明 る く見 え た 。 す なわ ち人 の 住 ん で い る とこ ろ すべ て に 何 の 妨げ もな く継 続

的 に福音 が 前進す る と ， す べ て の 民 族 に 福 音 が伝 え られ る とみ え た 。 しか し現

実に は キ リス ト教 の 活 動 は あ ち ら こ ち ら で 長 い 対 立 の 時 代 に 入 っ て い た 。 ラ ト

ゥ レ ッ ト （Latourette）に よれ ば ， 紀 元 500年 とい う年 は 「不 安定な千 年」 の 始

ま りの 年 で あ っ た 。 し か し 実 際 に は 教会 の 宣 教的性 格 の 劇的 な変 化 は す で に 紀

元 350 年か ら始 ま っ て お り，そ の 基本的な 形 は 17 −
世紀 の 終 わ りに 至 る まで 継 続

し 1000 年 以 上 もほ とん ど変わ ら な か っ た 。

B．
「
キ リス ト教世界 」 の 時代 に お け る伝 道

　国 家宗 教 と し て キ リ ス ト教 が 認 め られ た た め に教 会は 根 本 的 に 変形 し 宣教 の

歴 史が 変 え ら れ た 。 ロ ー マ 皇帝 た ちは 教 会 の 活 動 に 干渉 し よ うと し ， 教 会 は 国

家に 影響 を 及 ぼ そ うと し た 。 さ ら に ヨ
ー

ロ ッ パ で は 何 世 紀 に もわ た っ て 皇 帝 と

教 皇 の 関 係 は 支配 権 を め ぐ る争 い の 種 で あ っ た 。 し た が っ て 中世 に お け る 宣教

活 動 は 古代教会 の 宣教活動 と ま っ た く違 う性格 をあ らわ し て い る 。

　 い くつ か の 要素 が あ る 。 （1）宣 教の 業 は 文化 の 伝達 とよ り密接 に 結 び つ い た 。

す な わ ち ， ギ リシ ャ と ロ
ー

マ に根 付 い た 教 会 が ロ ー マ 帝 国の 東 に 住 む 人 々 と接

触 し た の と同 様 ， 北部 ヨ ー ロ ッ パ と東部 ヨ ー
ロ ッ パ の よ り原 始的 な 部 族 と接触

す る よ うにな っ た こ と 。 教会 の 代表者た ちは単純 に 福音 を語 る こ とで は 満足 せ

ず ， 自分 た ち の 優 れ た文 化 を伝達す る必 要 を感 じ た 。 （2） 宣 教活 動 は し ば しば

政治 の 力 に 支 え られ 守 られ た 。 （3） い く人 か の 中世 の 宣教者 た ち は 禁 欲 的生活

に あ こ が れ て 遠 くの 外 国 に 旅 を し たが ， 教会全 体 と して は 「キ リス ト教世 界」

の 拡 大 ， 未 開 の 人 々 を い わ ゆ る キ リス ト教 文 化 に 吸 収す る こ とを 使命 と し て い

た 。 （4）文化 的優位性 の 確信 と政治的支持 に 保 証 され て ， 中世 の 宣教活 動 は ，

一
種 の 寛 容 さ ， 究 極 的 に は キ リス ト教 化す る と見込 ん で

， 地 方 の 古 い 宗教 の 教

え と行事 を受 け入 れ る傾 向が あ っ た 。 こ の こ とは 極端な適応 と強 要の 両 方 を し

め す 宣教 方 法 を もた らす こ とに な っ た 。

　こ の よ うな 要 素が 強 くな っ た 宣 教 の 歴 史の 第 2時期 は 中世 を こ え て 紀元 476
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年か ら 1450 年の 1000 年間 の み な らず ， キ リス ト教が 国家宗教 とな っ た と きか

ら 17世紀の 終わ りまで を含ん で い る。 し たが っ て ， 第 2時期は キ リス ト教の 北

ヨ
ー

ロ ッ パ 征服 を も っ て 始 ま っ たが ， そ れ を継 続 しつ つ 15世紀 か ら新 し い 局 面

に 入 っ た 。 ヨ
ー ロ ッ パ 人 が ア メ リカ ， ア ジ ア ， ア フ リカ と接 触 す る よ うに な っ

た 探検 の 時代 ， 新 し い 問 題 に 遭遇 し た 。 世界史 とし て は 新 し い 時代 が は じ ま っ

た が
， 宣教 の 歴 史 に 関 して は 本 質的 に 中世 の 基本的パ タ ー ン に 何 の 変 わ りもな

か っ た 。

一
言 で い えば ， 宣 教活 動 は 政治 的 征服 と西 洋 文 化 の 伝達 に 強 く結 び つ

い て 継続 され た 。 それ は 適 応 と強 要 に 基 づ く同 化 の 混 ぜ 合 わ され たパ ター ン で

成 り立 っ て い た 。

　1493年 ， 教 皇 ア レ クサ ン デル は ヨ ー ロ ッ パ が 新 し く発 見 し た地 域 の 植民 地 化

を ， こ の 土 地 に 住 む 住 民 を キ リス ト教 化 す る とい う条 件 で ポ ル トガ ル と ス ペ イ

ン の 王 に 許 し た 。 そ の こ とを 目的 と し て ロ ー マ ・カ ト リッ ク教会 は フ ラ ン シ ス

コ 会 ， ド ミ ニ コ 会 ，
イ エ ズ ス 会 の 体制 を作 り上 げ た 。 そ し て 16世 紀 か ら 17 世

紀 の は じ め ま で 宣教 活 動 を ポ ル トガル とス ペ イ ン に よ る ア メ リカ ， ア ジ ア の 政

治 的 文 化 的 征 服 と同 一 視 し つ づ け た 。

　 こ の 時代 （1549 − 1638） に ロ
ー

マ ・ カ ト リッ ク教会 の 布 教 と 日本 とが 出 会 っ

た こ とは ， 征服 とキ リス ト教 化 の 同
一

視 に よ る 危 険の 実 例 と な る 。 豊 臣秀 吉 と

徳川 家康 は ロ
ー

マ ・カ ト リッ ク教会の 布教 と政 治 的介入 が 密 接 に 関 連 し て い る

こ と に 気 づ き ，日本 に お け る キ リス ト教 の 厳 し い 禁 制 を 引 き起 こ し た の で あ る 。

そ の 結果 ， 迫 害 は 何 十 万 と い う信者 の 殉教 ， 鎖 国 ， キ リ ス ト教 の 影 響 を 消 す 歴

史 上 も っ とも周 到 なプ ロ グ ラ ム の ひ とつ が 実行 され た 。 こ の 初期 の 出会 い の 否

定 的 な 影 響 は 今 日 まで 継 続 し て い る 。

　宣教 の 業 と植 民 地化 の 弊害は 徐 々 に 認識 され ， また ス ペ イ ン とポ ル トガ ル の

力 を 弱 め る た め に ， 1622 年 教 皇 グ レ ゴ リ ウ ス 15 世 は 信 仰 の 宣教 す べ て を 直 接

制御 で き る中央機 関 を ロ ー マ に 設立 し た 。 キ リス ト教信仰 が 植民 地 化 と結合 し

て い る 限 り外 国 の 宗 教 と し て 見 られ る こ と を ロ
ー

マ は 認 識 し 始 め た の で あ る 。

17世紀を とお して 努力 された こ とは ， 現地人の 聖職者を作 り出す こ と ． その 土

地 の 文 化 へ の 適 応 と 国 民 的 あ る い は 民 族 的 独 自性 の 正 当 さ を 少 し で も認 識 す る
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こ と で あ っ た 。 ポ ル トガ ル と ス ペ イ ン に よ る 宣 教 の 支 配 は 終 わ り ， フ ラ ン ス が

ロ
ー

マ ・カ ト リ ッ ク教会 の 布 教 に 大 きな 役 割 を果 た す よ うに な っ た （Bavinck ，

291− 3）。

　 宗 教 改 革 の 諸教 会 が 確 立 され た と き ， 宣 教 の 召 命 問題 が だ ん だ ん と前 面 に で

て き た 。 17世紀 の 中ご ろ まで
，
プ ロ テ ス タ ン ト運 動が 存続の 戦い を続 け て い た 。

初期 の プ ロ テ ス タ ン ト教会 の 挑戦は 退 廃 し た ロ
ー

マ ・カ ト リッ ク教 会 に た い し

て 自らを確立 し ，
ヨ ー ロ ッ パ に 福 音 的教会 を形成す る こ とで あ っ た 。 同 時に い

わ ね ば な ら な い こ とは ， プ ロ テ ス タ ン トが そ の 精力 を 果 て し な い 分 裂 と論 争 に

費 や し ， 結 局 ， 数多 くの 分裂 し た 国民 的 あ る い は 教 派的教会 を作 り出 し た と い

うこ とで あ る 。 そ の うえ ， こ の 事 実 とは 別 に 16 世 紀 の 間 ，
プ ロ テ ス タ ン ト国は

ヨ
ー

ロ ッ パ 外 の よ り広 い 世 界 と接 触 す る こ とが ほ とん ど な か っ た 。 ス ペ イ ン と

ポ ル トガ ル は
一

種 の 宗 教 的 帝 国 主 義 を支配者 の 政治 的帝 国 主 義 と結 び 合 わ せ

て ， ア ジ ア と ア メ リカ へ の 航 路 を支 配 し た 。 北 ヨ
ー

ロ ッ パ で は ， 基本 的 に は 支

配 者が 宗教 を決 め る とい う当時 の 習 慣 に 従 っ た 。 他 国 に よ っ て 支配 され る 人 た

ちの 宗 教 に関 して は 一
般的に 無 関 心 で あ っ た 。 し か しな が ら こ の 状況 は 17 世 紀

オ ラ ン ダ と イ ギ リス が 制海 権 を も っ た と きか ら完 全 に か わ っ た 。 これ ら の 国 々

が 植 民地 化 に 参加 し た とき ， 非 キ リス ト者 へ の 宣 教 の 問 題 が 現 実 の 問 題 とな っ

た 。

　17世紀の は じめす で に ， プ ロ テ ス タ ン ト教会は ， 非キ リス ト者 へ の 伝道の さ

さや か な始 ま りが 北 ア メ リカ （イ ギ リス 人 の 長 老派 ジ ョ ン ・エ リオ ッ トに よ る

イン デ ィ ア ン た ち へ の 宣教）， イ ン ドネ シ ア ， セ イ ロ ン ， 台湾 （オ ラ ン ダ人 に よ

っ て ） で 試 み られ た 。

　オ ラ ン ダ の 神 学 者 ヘ ル ニ ウス （J．Heumius ） と ヴォ エ テ ィ ウ ス （G ．　Voetius）

の 先駆的な業績 は ， 教会を宣教の 召し へ と呼び 返 し た こ とで ある 。 し か し プ ロ

テ ス タ ン ト教 会 の 中で さ え ， ほ とん ど の 人 は 宣 教 を 植 民 地化 と密 接 に 関 連 し た

もの と見て い た し ， 東 イ ン ド会社の 手 に ゆだね て い た 。 幾人 か の ヨ ー ロ ッ パ の

キ リス ト者 か ら抗議 が 出 され て い た が ， 実 際 に は 宣教 の 業 は 商 業 ベ ー
ス の 貿易

会 社 に 支配 され て い た 。 会社 は 宣教師の 給与を負担 し ， 宣教 師 た ちの 働 きを ，
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会 社 の 利 益 に 反 す る こ と を妨 害 す る とい う仕 方 で 管理 し た 。 事 実 上 プ ロ テ ス タ

ン ト教会の 宣教 は その 政治力 と西洋文化 とに 依存 し て い た 。

　要 約 すれ ば ， 第 2 期 （紀 元 350 − 1700） の 宣教 は 政 治 や 文 化 か ら完全 に は な

れ る こ とは で きなか っ た 。 ロ ー マ ・カ ト リ ッ ク教 会 の 多 く と初 期 プ ロ テ ス タ ン

ト教 会の
一

部 は よ り広 い 世界 （ヨ ー ロ ッ パ の キ リス ト者 に 意識 され て い た） で

の 宣 教 活 動 を行 っ た が
，

こ の 宣 教 活 動 は 教 会 の 業 と し て 自由 に 独 立 的 に され た

の で は な か っ た。 それ は常 に商業的関 心 と ， あ る い は 政治的関心 との 妥協 で あ

っ た 。

C ． 敬虔主義の 影響下 に お け る宣教

　伝道史の 第三 期 は 西 ヨ ー ロ ッ パ とイ ギ リス で 敬虔 主 義が 勢 い を 得 た時 か ら始

ま っ た 。 敬 虔主 義 の 源 は 17 世 紀 の ドイ ツ ・ ル タ ー 教会で あ る 。 運 動 の 最初 の 記

録 は P ．シ ュ ペ ー
ナ

ー （Philipp　Spener）の 著書 Pia　Desidcria （1675） に 見 られ る

も の で あ る 。 そ の 中 で 彼 は 当 時 の 教 会 の 正 統 主 義 が 命 を失 っ て い る と見 て ， 生

きた信 仰 の 回 復 を 主 張 し た の で あ る 。 シ ュ ペ ー
ナ

ー とそ の 後 継 者 の 目的 は ，
セ

ク トに な る こ とや教会か ら分離す る こ とで は な く ， 教会内で 自分 自身 と他 の 人

々 の 救 い に 関 心 を も っ た 人 た ち か ら 小 さ な グル
ー プ を集 め ， 祈 り と聖 書 研 究 に

よ っ て ， 彼 ら を養 い 勇気づ け る こ とで あ っ た 。 敬虔 主 義者 た ち は 個人 的 な 回 心

と聖 化 ， 小 さ な グ ル
ー プ で の 親 し い 交 わ り ， 証 し を す る と い う責任 を 強 調 し た 。

　敬虔主義運 動 は リー ダ ー や そ の 人格 の 影響 （た と え ば ハ レ の A ．フ ラ ン ケ

［August　Francke ］，
ヘ ル ン フ

ー
トの ツ ィ ン ツ ェ ン ドル フ ［Zinzendo  ］伯爵） に

よ っ て さまざまな形態を と っ た 。

　 こ の 運 動 は モ ラ ビ ア 派教会 を 生 み 出 し ，
コ ッ トン ・メ イ ザ ー （Cotton　Mather）

や J．エ ド ワ
ー ズ （Jonathan　Edwards） な ど新 世界 の リー ダ ー た ちを鼓舞 し ， そ

の 他 メ ソ ジ ス トの よ うな 運動 に 影響を与 えた 。 18 世紀 に 少 数 で あ る が ヨ
ー

ロ ッ

パ の 敬虔 主義 者 の 宣 教師た ち は イ ン ド ， グ リー ン ラン ド ，
バ ー ジ ン 諸島の セ ン

ト ・トー マ ス
， ア イ ス ラ ン ド ， 南 ア メ リカの ス リナ ム

， ア フ リカ の ガ
ー

ナ に送

り出 され た 。 しか し こ の 世紀 の こ れ ら の 宣教活動 は きわ め て 小規模 で あ っ た 。
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　に もか か わ らず ， 18 世 紀 の 敬 虔 主 義 は後 の プ ロ テ ス タ ン ト宣教運 動 の 展開に

深 い 影 響 を 与 え た 。
ヨ ー

ロ ッ パ 大 陸の キ リス ト者 の 諸 グル
ー プ や 諸 教 会 が は じ

め て 非 キ リス ト者 に 福音 を伝 え る こ と を は じ め た 。 そ し て 18 世紀の 敬虔主義

が ， 細い 道で は あ る が ， 植 民 地 主 義 や 政 治 的 文 化 的征 服 と結 び つ い た 宣 教 か ら

自由に な り始 め た の で あ る 。 も ちろ ん それ は小 さな試験的な始ま りに 過 ぎない

が ， 召命 の 自覚 を新 し くし ， キ リス トと そ の 教 会 の 外 に い る人 た ち に 証 し をす

る必 要 の 認 識 とな っ た 。

　敬 虔 主義 の 影響 を うけ た 初期 プ ロ テ ス タ ン ト教会 宣 教 運 動 に は 多 くの 特 徴 が

あ る 。 （1） そ の 宣 教活 動 で 敬 虔 主義者 た ち は 東 イ ン ド会社 と植民地 の 政治権力

に 頼 る こ とを避 け ， そ の 召 命 を ま っ と うす る た め に ， よ り 自由 に な っ た 。 （2）

そ の 宣教活動 の 焦点 は 福 音 的 説 教 で あ る 。 西 洋 文化 を 広 め よ う とす る 傾 向 を 避

け て ， 彼 らは 個人 的 敬 虔 を 強 調 し た 。 終 末 論 的 関 心 か ら生 じ た 切 迫 感 を も っ て ，

彼 らは 悔 い 改 め とイ エ ス ・キ リス トへ の 信 仰 を 呼 び か け る こ と に 集 中 し た 。 民

族 文 化 と そ の 受 容 の 問題 は 二 の 次 で あ り ， 焦 点 は 個 々 の 魂 の 救 い に お か れ た 。

（3） 教会 自身は 非 キ リス ト者 へ 伝 道す る準 備 は な か っ た ． 当 時 の 教 会 の リー ダ

ー た ち は 理 性 主 義 の 影 響 下 に あ っ た 。 既成 教会は ， そ の 国民 文 化 と同
一

視 され

て い た 。 彼 らは 宣教活動 に 何 の 興 味 も も っ て い な か っ た 。 した が っ て ， こ の 時

代 の 宣 教 活 動 は 小 さ な グル
ー プ の 運 動 ， ecclesiolae 　in　ccclesia の

， 宣教 に つ い て

切 迫 し た 思 い を 持 っ た 人 々 に よ る 小 さな グル
ー プ の 運 動 に な っ た 。 （4） 宣教 へ

の 動 機 は 敬虔 主義者 た ち 自身が 体 験 した キ リス トの 愛 を 証 し し た い とい うこ と

で あ っ た 。 そ の や り方 は ， 罪 を 自覚 させ ， 救 い 主 と し て イ エ ス ・キ リス トを指

し示 し ， 人 々 を こ の 救い に あず か る よ うに 招 くこ とで あ る 。 そ れ は 感情 に 訴え

る こ と も あ る伝 道 の 仕 方 で あ る 。 （5） 彼 ら の 宣 教 は 個 々 人 を 対 象 と し た ． そ の

結果 ， 回 心 者 が 住 ん で い る環 境 と文化 とは 疎遠 に な り， 無国籍化 す る傾 向

denationalizedが 出 て き た （Bavinck ，
294 − 6）。

　 18世紀 は プ ロ テ ス タ ン ト ・キ リス ト者 の 間 で 宣教 の 使 命 が 新 し く 自覚 され た

時 と結論で きる で あ ろ う。 しか し な が ら ， 宣 教 課 題 の 実際の 達成 にか ん し て は ，

きわ め て 小 さな試 験 的な 始 ま りの 時 で あ っ た 。
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D ． 宣 教 の 世 紀

　 19 世 紀 は し ば し ば 宣教 の 世 紀 と よ ば れ る 。 よ り正 確 に 言 え ば
， 1792年 か ら

1914 年すな わ ち第
一

次世界 大戦 の 始 ま りの 年 ま で が 宣教 の 世 紀 と呼 ば れ る 。

1792年 に ， 福 音 的 カ ル ヴ ァ ン 主 義 者 で 英 国 人 バ プ テ ス トで あ っ た W ．ケ ア リ

（William　Carey）は ， 150 年前か ら北 ア メ リカ の イ ン デ ィ ア ン に な され た プ ロ テ

ス タ ン トの 伝 道 に 刺 激 され て ， 他 の 国 に 宣 教 師 を送 る最 初 の 伝 道 協 会 を作 っ た 。

それ は ， 世界 の い た る とこ ろ へ 向か う西欧 プ ロ テ ス タ ン ト教会 の 主流 に 根 ざし

た 伝 道 的 な キ リス ト者 た ち に よ る 爆 発 的 な 宣 教 活 動 の 始 ま りに 過 ぎ な か っ た 。

こ の 運 動 は 事 実 上 ， 信 仰 復 興 運 動 が 生 み だ し た 最 も重 要 な もの の ひ とつ で あ る 。

　 プ ロ テ ス タ ン トの 中 に ヴ ォ ラ ン タ リズ ム とい う言 葉 で 示 され る新 し い 雰 囲 気

が 生 まれ た 。 宣教に 参与 す る者 とそ の 宣教活 動 の 対 象 に 関 して
， 人 々 は 個 人 と

し て 決 断 で き る と同 時 に 聖 書 の 委 任 を充 た す 決 断 ， イ エ ス ・キ リス トを 信 じ 従

う決断 を で き る者 とみ な され た 。

　 プ ロ テ ス タ ン ト教 会 は い まだ 主 導 権 を とる ほ どに な っ て い な か っ た が 個 々 の

キ リス ト者 は み ずか ら を キ リス トか ら与 え られ た 「大伝道命令 」 を果 た す 者 と

理 解 し て 伝 道協会 を形 成 し た 。 19 世 紀 末 ， D ．　L ．ム ー デ ィ （Dwight 　L．　Moody ）

や J．R 。モ ッ ト （John　R ．　Mott）の よ うな リー ダ ー た ち に 鼓舞され て ， 新 しい 刺

激 が 運 動 に 加 え られ 多 くの 若 者 た ち は 「こ の 時 代 に
， 全 世界 に 伝道す る こ と」

に そ の 生 涯 を捧げ た 。

　敬 虔 主 義の 影 響 が 続 い て い る 一 方 ，
1 世 紀 強 の 間 こ の 時 代 に 宣 教 運 動 に 新 し

い 局 面 が 開か れ た 。 動機や視 野 に 多様性 が 出て きた の で あ る 。

　 こ こ で そ の 宣 教 の 歴 史 を詳 細 に 描 く こ とは で きな い が ， 今 日の わ れ わ れ の 宣

教を明 確 に す る助け とし て 重要 な展開 の い くつ か を指摘 し た い 。

　 （1）　植民 地 主 義 が最 盛 期 に あ っ た けれ ど も ，
こ の 時代 の 宣教 の 業 は 政 治 や 商

　　業活動 とは ほ とん ど完全に 切 り離され て い た 。 しか し ， 文化 の 伝達 と宣教

　　を 同
一

視す る傾 向 は 続 き ， と くに ア ジ ア ， ア フ リカ で 強 か っ た 。 そ の 理 由

　　 は 西 洋の 科学や技術 の 魅力が あ っ た とい え よ う。 さ らに その 伝道 の 場 の 条

　　件 と必 要 に 応 じ て ， 教育的医学 的 宣 教 活 動が 盛 ん に な り ， 多 くの 組織 が設
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　 立 され た 。

（2）　 こ の 世 紀 中 ， 宣 教 活 動 の 大部 分 は 本 質的 に 教 会や 教派 に よ っ て 行われ た

　の で な く， 世 界 宣教 ， す な わ ち キ リス ト者 で ない 人 た ち と福 音 を分 か ち 合 う

　幻 を 得 た キ リス ト者 の グル
ー プ に よ っ て つ く られ た 宣教 組織 や 団 体に よ っ

　て 行 わ れ た 。 に もか か わ らず ， 時 代 の 流れ の 中で 徐 々 に 教 会や 教 派 が 機 関

　や ミ ッ シ ョ ン ・ボ ー
ドを つ く りは じ め ， 宣 教活 動 とか か わ る よ うに な っ た 。

（3） 同時 に
， 19 世 紀は

， そ れ ま で 見 られ な か っ た 宣 教姿 勢の 多 様 性 が 特 徴

　で あ る 。 自由神学 は 他 宗 教 の 研 究 と結合 し ， 合理 主義の 影響 の もとし ば し

　ば一
種 の 相 対 主 義 に 陥 り， あ る 人 々 は 福 音 の 伝 達 に 無 関 心 に な っ た 。 他 の

　人 々 はす で に 19 世糸己に 社会 的改革 ， 発 展 ， 経済的繁栄 ， 社会正 義 を第一 義

　的に 強調 す る こ と に よ っ て 宣 教 を世 俗 化 す る傾 向 を 示 し て い た 。

（4） 神 学 的 に は こ の 時代 に そ れ とは 違 っ た 明 確 な 声 が 響 い て い た 。 G ．ヴ ァ

　ル ネ ク （Gustav　Warneck ， 1834− 1910）は ， 宣教 を 他 の 宗 教 との 対 話で あ る

　 と主 張 し た E ．ト レ ル チ （Ernst　Troeltsch） に 強 く反 対 し た 。 宣 教 学 の 父 ，

　G ．ヴ ァ ル ネ クは 聖 書 の 宣 教命令 に た い す る 教会 の 責任 と し て 宣教 の 正 当

　性 と緊急 性 を 訴 え た 。 M ．ケ
ー

ラ
ー （Martin　Kahlcr ， 1835− 1912） は そ の 時

　代に 先 立つ 預言者で あ っ た 。 彼 は 宣教の 事柄 を も っ と も真剣 に 取 り扱 っ た

　最初 の 組 織神学者 の
一

人 で あ っ た 。 彼 は み 言葉 に 根 ざ し た 宣 教 を強調 し ，

宣伝 （自分 の 文化 を 伝 え る 試 み ） と宣教 （福音 を ひ ろ め る神 の 使 命を み た

　す こ と） とを 区別 し た 。 ケー
ラ

ー に とっ て ， 贖 罪 の 中心 的な 事 実 に 見 られ

　る 神 の 救 い の 恵 み が 宣 教 の 基盤 で あ り ，
こ の 救 い に す べ て の 人 類 が 含 まれ

　る こ とが神 の 目的で あ る 。 証 し をす る とい うこ とは 罪 の 負債を恵み の 負債

　に 変 え られ た キ リス ト者 の 自然 な避 け る こ との で きな い 義 務 で あ る 。 伝 道

す る こ とが 教 会生 活 の 本質的な 要素で あ る ゆ えに ， 状況 に 依存 し な い の で

　あ る 。 彼 は 教会 と神学 を宣教 の 産物 と見 た 。 そ し て 宣教 を神 学 の 母 と 呼ん

　だ の で あ る （Witness，138）。

（5）　 広 範な 宣 教活動が こ の 時期 ， 世 界中に 広 が っ た 時 ， 多 くの 宣教師た ち と

支持 者 た ちは ， 宣 教 は 長 期 に わ た る 必 要 の あ る こ と， 部族 的 あ る い は 国民
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的 文化 を 理 解 し な け れ ば な らな い こ と ， そ し て 宣教 の 主 な 目標 は 福音 を語

　り土 着の 文化 の 中で 教会 を建 て る こ とで あ っ て 西洋 文化 を 拡大 す る こ とで

は ない と ， 徐 々 に 認 識す る よ うに な っ た の で あ る 。

（6）
一

般 的 に キ リス トの 宣 教命 令 が 強 調 され た 。 特 に 19 世 紀 半ば ， ア ン グ

　ロ サ ク ソ ン の 世界 で お こ っ た 第 2 信仰復興 に影響 され ， 世界宣教 の 幻 を も

　っ た キ リス ト者 の よ り広 い 基盤 が 伸展 し ， もの す ご い 力 と熱 狂 の 爆発が あ

　っ た 。 だ ん だ ん と福音的 キ リス ト者の 大部 分 が 宣教運 動 に か か わ る よ うに

な っ た 。 数 多 くの 協会 が 世界 中 に 宣 教師 を 送 り ， 支持 す る た め に 設立 され

た 。 最初に ，
こ れ らの 多 くの 協会は 超教派で ， また 参加 し た の は 宣教 に 特

に 深 い 関心 を持 っ て い る特別 な キ リス ト者 に 限 られ て い た 。 し か し ， 徐 々

　に ア ン グ ロ サ ク ソ ン 自由教会 （国家教 会 で ない 教 会） の ほ と ん ど で ， 多 く

の 教派的宣教協会が形成された 。 しか しなが ら， 宣教 は全体 として い まだ

教 会 の 使 命 あ る い は 責 任 とは 受 け 取 られ て い な か っ た 。

（7） 教派 的宣教師 を送 る機関の 発展 は 内外で ， 増幅 され た教派的競争意識 と

　結び つ い た 。 神 の 国 の 目 的 と 自己 の 教 派 の 目的 と を 同
一

視 す る傾 向が 大 き

　くな っ た 。 諸 教会は 宣教活動 を通 し て 宣教 師 を 送 り出 し た 教 会 の 礼 拝 様

式 ． 信 条 ， 組 織 を移 植 す る よ うに な っ た 。 中 国 キ リス ト教 会 や 日本 キ リス

　ト公会 の よ うに 宣教師の 教派 と直接か か わ らな い 国 民教 会 をつ くる試 み も

　あ っ た 。 し か し 一 般 的 に い え ば西 洋 の 教 派 主 義 が 福 音 の 宣教 と共 に 流出 し

　 た 。

（8） 宣 教 の 業 の 多 様 性 が だ ん だん と明 白に な っ て き た 。 19 世 紀 の 終わ り ，

　自由神学は 社会 的 改良を内容 とす る楽観的な福音を語 っ た 。 H ．R ．ニ
ー バ

　ー （H ．Richard　Niebuhr ）の 皮 肉 の 言 葉 で い え ば ，
「怒 り無 き神 は ， 罪 な き

人 々 を， 十 字架 の な い キ リス トの 助けで ， 裁 き な し の 王 国に 導きい れ た」

　（Nicbuhr，
193）。 他方 ， 福音主義者 た ちは

，
こ の 極端な倫理 的強調 に 反 発 し

　た が ， 結果 的 に は
， 宗教改革 とピ ュ

ー リタ ン が 持 っ て い た 言 葉 と行動 の
一

　致 ， 回 心 と社会 的か か わ り との
一

致 を しば しば 放棄 し ， うま くか か わ りを

　持 つ こ とが 出来 なか っ た よ うに 見 え る 。 世界学生 キ リス ト者 運動 が J．R ．
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　　 モ ッ トに よ っ て 刺激 され ， 新 し い 精 神 と多 くの 宣 教師 が 宣教 運 動 に 注 ぎ込

　　 ま れ た の は ま さに こ の 時 期 で あ る 。 1900 年 に は 約 15，000人 の 宣 教 師 が ヨ

　　
ー

ロ ッ パ と北 ア メ リカ か ら 537 の 組 織 に よ っ て 世 界 の い た る とこ ろ に 送 ら

　 　 れ て い っ た 。

　 （9） 18世紀 に は 敬 虔主 義者 が 宣教 の 目標 は 個人 の 魂 の 救 い とし て い た の と

　　 対 照 的 に ， こ の 時期 の 宣 教 は 教 会 形 成に 力点 が お か れ た 。 傑 出 し た 長 老 教

　　会の 伝道局監事で あ り解釈者で あ る R ．E ．ス ピ ア （Robert　E．　Speer）は 1900

　　 年 に 「外 国宣 教 の 目的 は ， 全存 在 と し て の 人 間 の 救 い を 世 界 に 知 ら し め る

　　 こ と ， そ し て 彼 ら を 真 の 活 け る 教 会 に 集 め る こ と で あ る」 と い っ た

　　 （Anderson
，
101）。

　 （10）　 こ の 時期 の 標 識 に な る 出来事は 1910 年 に エ ジ ン バ ラ で 行わ れ た 世 界

　　宣教 会議 で あ る 。 こ の 時点 で は ， 伝 道運 動 は 福 音 的 で あ り ， あ る程 度 エ キ

　　 ュ メ ニ カ ル で あ る とい う基 本 的合意 が あ っ た 。 そ れ は 熱心 さ と確 信 に 満 ち

　　た時 で あ っ た 。 1910 年 エ ジ ン バ ラ で 西 洋 の 伝 道団体が キ リス トの 王 的職

　　務 を 強調 し た こ と は 驚 くべ き こ とで は な い 。 宣 教 師 の 責 任 は 自明 と考 え ら

　　れ ， キ リス トの 「大伝道命令 」 が 宣 教 の 唯 一
の 根 拠 とみ な され た 。 関 心 は

　　 全 世 界 の 急 速 な 福 音化 の た め の 戦 略 と協 力 に 向 け られ た 。

　事実 ，
19 世 紀は 6 大 陸すべ て に 教会が 設 立 され た とい う意味で ， また こ の 世

紀 は 世 界 規 模 の キ リス ト者 の 交 わ りが 進 展 し 始 め た こ とで ， 宣教 の すば ら し い

世紀 で あ っ た 。 し か し なが ら， 否定的な側面 か ら言えば ， こ の 世紀 に 世界中の

多 くの 国 民 ， 文化 の 中 に 教会が 建 て られ た と は い え ，
こ の 時 ま だ 伝 道 の 使 命 は ，

他の 世界 に 福音 を もた らす の は 西洋 の キ リス ト者 の 責 任で あ る と考 え られ て い

た 。 日本が は じめ て プ ロ テ ス タ ン トの 宣 教活 動 に 出会 っ た の は こ の 時 代 で あ っ

た 。

　し か し ， 1859 年 に 始 ま っ た 日 本 へ の プ ロ テ ス タ ン ト宣教は 白紙 の 状 態 か ら始

ま っ た の で は なか っ た 。 ネ ス ト リウ ス 派 キ リス ト教 と 日本 の 最初 の 出 会 い は ，

わず か な痕跡 し か 残 さ なか っ た 。 1549年か ら 1638年 に か け て の ロ ー
マ ・カ ト

リ ッ ク教会 の 布教 に よ る第二 回 目の 出会 い は ， 悲劇的な迫害 とキ リス ト教禁制
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とい う結果を残した 。 こ の 二 回目の 出会い は キ リス ト教信仰に対する深い 傷跡

と身 の 毛 の よ だ つ 妨げ を 残 し た 。 に もか か わ らず ， 19 世紀 半 ば の 植 民 地 主 義 と

世 界貿易 の 競争 の 中で ， 日本 の 鎖国が 終 わ り ， 日本 は 西洋の プ ロ テ ス タン ト宣

教活 動 の 対 象 とな っ た 。 そ の 結 果 ， 19 世紀 に 行 わ れ た 宣教 の 多 くの 特 徴 が こ こ

日本 の 現 状の 中に 見 られ る 。

　す べ て の プ ロ テ ス タ ン ト ・キ リス ト者 の た め の 福音的 な超 教 派 の 教会 を 形成

す る とい う 1870 年 の 幻 と 努 力 は ， 分 裂 し 競 争 的 に な っ た 西 洋 の 教 派 的 教 会 の 圧

力 で 挫折 し た 。

E ． 第 一 次世 界 大 戦 と第 二 次 世 界 大 戦 間 の 時代

　宣教 の 歴史 に 新 し い 時代 が 始 ま っ た の は第
一

次世 界 大 戦の 勃 発 か らで あ る 。

30年 あ ま りの こ の 時 代 は 20 世 紀 の 二 つ の 大 戦 を 含み ， 西 洋 の 植民 地 帝 国 と 日本

帝国の 解体の 時 とな っ た 。
「宣教の 世紀」 とい わ れ て い る 時代は ， 宣教 団体 が 西

洋 の 植 民 地 主 義 と関係 し て 妥協 し た と 言 うこ と が で き る が
， 宣 教運 動 が 世 界 の

さま ざまの と こ ろで 植民 地 主 義 を終わ らせ た とい うこ と も事実 で あ る 。 第
一

次

世 界 大 戦 に 続 くこ の 時 代 の 伝道史の 特 徴 を 記 し た い 。

　（1）　 こ の 時 代 に は プ ロ テ ス タ ン ト・キ リス ト教会が 宣 教 に か か わ る よ う呼び

　　か け られ て い る の は 個 人 や 宣教 協 会 だ け で な く教 会 も 同 じ で あ る こ と を だ

　　ん だ ん と認 識 し始 め た 。 伝道 は 徐 々 に で は あ る が 教会 生 活 の 本 質的 要 素 で

　　あ るだ け で な く聖 書 に 記 され た 宣 教 命 令 に よ っ て 教 会 に ゆ だ ね られ た 職 務

　　で ある とみ な され る よ うに な っ た 。 具体 的 に い え ば ， こ の こ とは 宣 教 活 動

　　が構造的 に ， よ り直接的に 教会組織 と関 わ る よ うに な っ た とい うこ とで あ

　　る 。 特 に北 ア メ リカで は そ うで あ る 。 それ ぞ れ の 主流教派 は宣教活動の た

　　め に 宣教協会や宣教 団体 を 作 っ た だ け で な く， 教会 の 組織 へ 徐 々 に 構造的

　　に 統合 し て い っ た の で あ る 。 こ の こ とは 宣教 の 課 題 ， す な わ ちキ リス ト者

　　で ない 人 た ち に証 し を し ， キ リス ト教会を設 立 す る こ とは 本来個人 で な く

　　キ リス トの 体な る教会 に ゆ だ ね られ た こ とだ とい う認識 が 育 っ て い た こ と

　　を示 して い る 。
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（2）　 19 世 紀 の 宣 教 活 動 か ら 育 っ た エ キ ュ メ ニ カ ル な 関 心 と関 係 は こ の 時 期

　に 加 速的 に 進 ん だ 。 国際的 な 宣教会議 が こ の 変化 を もた らす 助 け に な っ

　た 。 宣 教 師 た ち の 努 力 で 世 界 宣 教 の 中 に よ り大 きな
一

致 と協 力 が 認 識 され

　始 め た こ とは ， 古 い 教 会 と若 い 教 会 の 指導 者 た ち の 問 に 新 し い 関係 を 形 成

す る 場 を 作 り出 し た 。 こ の 関 係 は もは や 優れ た もの とか 劣 っ た もの
， 送 り

　出 し た 教会 と受 け 入 れ た 教 会 の 代 表 者 とい うの で な く， キ リス トに 従 うパ

　ー
トナ

ー で あ る 。

（3）　 こ の 新 し い 関係 は 伝 道 と い う概 念 に 重 要 な 変化 を もた ら し た 。 多 くの

　宣教師 た ち は 自立 の 三 原則 に 従 っ て ， すな わ ち 自己 を管理 し ， 経済的 に 自

　立 し ， 自己 伝 達 で き る教 会 を 建 て よ うと努力 し た が ， 現 実 に は 西 洋 か ら き

　た 宣教師 た ち は 若 い 教会 を監督 し よ うとす る 傾向が 続 い た ． し か し今 や ，

　伝道 は 西洋 の 教 会 の 特権 あ るい は 責任 で な く ， 旧新 の す べ て の 教会 の 召命

　 と し て 理 解 され る よ うに な っ た ．

（4）　宣 教 師 た ちは 西 洋 文 化 の 外 部的 ， 技術 的 ， 経済的 要 素が ア フ リカや ア ジ

　ア の 国 々 の 文 化 に 悪 い 影 響 を 与 え る こ と に 気 づ く よ うに な っ た 。 こ の 時 代

　に 教 会 が 形 成 され た 土 地 の 人 々 の 文化 を重 ん じ る よ うに な っ た ． し か し 同

　時 に ， 西 洋社会 の 多 くの 物 質的 利 点 の 魅 力 は 否 定 で き な い こ と， そ の 影 響

　は とめ られ な い こ とが 認 識 され た 。 さ らに 二 つ の 世界大戦 間 の こ の 時期 に

　ヨ
ー

ロ ッ パ で は
， 人 間 の 能 カ へ の 確 信 ， 社 会 の 必 然 的進 歩 へ の 信 仰 ， 世 界

　の 悪 の 問 題 を 解 く鍵 と し て 科学 的 方 法 へ の 信頼 へ と思考 方 法 が 変 わ り始

　め
， 懐疑 主 義 ， 冷 笑 主 義 ， 悲観 主 義 を 増 大 させ た 。

（5）　 こ の 時 代 の ， そ の 他 の 特徴 は 民 族 主 義 の 勃 発 で あ る 。 そ れ は ， 少 な く と

　も
一

部 は 西 洋 の 政 治 的 ， 軍 事 的 ， 文化 的優越 感 へ の 反 発 が 誘発 し た もの で

　あ る 。 諸 国 は 次 々 と植 民 地 主 義 に 耐 え ら れ な くな り， 帝 国 は や が て 衰え は

　じ め た 。 そ の 結果 ， 宣教師の 働 きは 新 し い 段 階 に 入 っ た 。 伝道は福音 そ の

　もの に 根 拠 が な け れ ば な ら な い 。 最早 ， 伝 道 は 他 の 文 化 と国 々 へ 影 響 を 与

　え る 西 洋 の 侵 入 と し て は 受 け入 れ られ な い 。 教 会 と宣教 師 た ち は 教会 が 世

　界 の さ ま ざ まな 文 化 と国 の 間 で 自己 を確 立 し な け れ ば な らな い こ とを 徐 々
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　に 認識 し始め た の で ある 。

（6） こ の 時 代 に は ま た 北 ア メ リ カ か ら送 られ た 宣 教 師 の 割 合 が 劇 的 に 増 大

　し た 。 1911 年 に は 21
，
000 人 の 宣教師 の 三 分 の 一 が 北 ア メ リカか らの 宣教

師 で あ っ た が ， 1925 年 まで に そ の 割合 は 29，000 人 の 宣 教 師 の 半 分 を 占め

　る よ うに な っ た 。 宣 教 師 の 全 体 数 は 第 二 次 世 界大 戦 の 前 の 不 況時 代 に い く

ぶ ん 減少 し ， 戦争 中は さ らに 減少 し た 。 に もか か わ らず ， 海外 伝 道 の 参与

は 20 世 紀 の 終 わ りま で ま す ま す 北 ア メ リ カ の キ リ ス ト教 の 現 象 に な っ て

　い っ た 。

第 II部　神学 的風潮の 勃 興

A ． 世 界 大 戦 の 間 の 早 期 に ， 教 会 の 中 に お こ っ た フ ァ ン ダ メ ン タ リス ト と近

　代主義者 の 論争 に 影 響 され て 深 刻な分裂 が 宣教 活 動 に 広 が り始 め た 。 伝 道

　 思 想 の 根 本 的 な 変 化 は 自 由神 学 と社 会福 音 運 動 に 影 響 され た 教 会 と宣 教 団

　体 の 中に 起 こ っ た 。 こ の 傾向の も っ とも顕著な例 は 組合教会 とア メ リカ ン

　 ・ボ ー
ド （ABCFM ） とい う関連 し た組 織 で あ る 。 キ リス ト教以 外 の 諸 宗教

　を積極 的 に 受 け入 れ ， 個 人 よ りも社会 へ の 影響 を 強調 し て ， ま た福音 の 宣

　教 を重 視す る こ とよ り， 現 在 の 世 界 の 生 活 を救 うこ と に よ り多 くの 関 心 を

　寄せ
， そ の よ うな こ とを主張した 。 自由神学の 影響 を うけた本来 の 教派的

　 宣 教団 体 の い くつ か は ， 教 会 の 福音 主 義 的 立 場 の 人 た ち の 支援 を失 い 衰 え

　始 め た 。 そ し て ひ とつ また ひ とつ と分裂 が 起 こ っ た 。 こ の 変化 の 結果 ， 独

　 立 し た よ り保守的 な 海外伝道組織 が 形成 され 活 躍 し た 。 彼 らは 宣教 の 場

　 で ， 教 派伝 道活 動 で 出 来 た 教会 に 協 力 し な い で 動 い た 宣 教 師 た ち を 派 遣 し ，

　 そ の 結果 小 さな教派が 多数生み 出 され た 。

一 方 で は ， よ り福音主義的な プ

　 ロ テ ス タ ン ト教 会 や伝 道協会 ま た 伝 道運 動 の 指 導者 た ち は 妥 当 な方 法 ， す

　 な わ ち福音的 ，
エ キ ュ メ ニ カ ル な仲間 と し て 共同す る 道 を模索 し て い た 。

B． 1920年 末 か ら 1930年 に か け て ， 伝 道運 動 に つ い て の 論 争 が 活 発 に な っ

　 た 。 1928 年 エ ル サ レ ム で 行 われ た 国 際 宣 教 会 議 で は ， 19 世 紀 の 自由 主 義 の

　影 響 が ア メ リカ 自由主 義者 の 相対 的 思 想 の 中で 明 確 に 残 っ て い た 。 こ の 思
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　想 に 対 し て K ．ハ イ ム （Karl　Heim ），
　 H ．ク レ ー マ ー （Hendrik　Kraemer） が

　激 し く反 対 し た 。 ア ラ ビ ア に 伝道し た RCA の 先駆者 ， プ リン ス トン 神学

　 校 教 授 の S ．ズ ウ ェ
ー

マ
ー （Samuel　Zwemer ） や そ の 他 ， 多 くの 人 々 も反 対

　 し た 。 1928 年 ，
エ ル サ レ ム で の 国際宣 教 会議 の 収穫 は キ リス トの 祭司 的 職

　務 を 強調 し ， 十 字架 を奉仕 と責任 と犠牲 の 象徴 とし て 理 解 した こ とで あ っ

　 た 。 伝道 の 目的は 神 の 国の 実現 とみ な され た 。

C ． い ず れ に せ よ ， 数 年 の うち に ， 1932 年信 徒外 国伝 道 調 査 報 告 書 の 要約 が

　ハ
ー バ ー

ド の W ．E ．ホ ッ キ ン グ （W 　E．　Hocking） の 編集で 『宣教の 再考亅

　と名づ け られ て ア メ リカ で 出版 され た 。 そ れ は 極 端 な 白 由主 義的立 場 を 表

　 し て い た 。 そ れ は キ リス ト教以 外 の 宗 教 と提 携 し て 真理 を探究す る こ とを

　 求 め て い た 。 ホ ッ キ ン グ は 後 に そ の 見 解 を 展 開 させ て
， 急 進 的 な 転 換 で な

　 く， 総 合 と概 念 の 再 考 に よ っ て ひ とつ の 世 界 信仰 へ 至 る道 を説 い た 。 R ．E ．

　ス ピ ア と J。A ．マ ッ ケ イ （John　A ．　Mackay ）（後 の プ リン ス トン 神 学 校 学長 ）

　は こ の 思 想 を 否 定 し た 。
マ ッ ケ イは こ の 思 想 を 「19 世 紀 の ロ マ ン ス 主 義 の

　終 焉 」 と特徴 付 け た 。 ア メ リ カ で こ の 思 想 に 唯
一

賛 同 し た 伝 道 協 会 は

　 ABCFM で あ っ た 。 し か し 伝 道 問 題 に 関 す る混 乱 は 宣 教 師 派 遣 の 減 少 と 多

　 くの 教 会 の 伝 道に 対 す る 経済的援助 の 下 落で あ る 。

D ． こ の 間 ，
K ．バ ル ト （K 。　Barth） の 神 学が 影響 を 与 え 始 め て い た 。 1928 年

　バ ー ゼ ル ・ミ ッ シ ョ ン の K ．ハ ル テ ン シ ュ タ イ ン （Karl　Hartenstein）は 『宣

　教 に 関す る バ ル ト神学 の 発 言 』 と い う小 冊 子 を 出版 し た 。 彼 が バ ル トか ら

　学ん だ こ とは ， 伝 道 に は 謙 虚 さが 必 須 で あ る こ と ， 聖 霊 だ け が 宣 教 を 可 能

　 に す る と い うこ と で あ っ た 。 1932 年 に バ ル トは ブ ラ ン デ ン ブ ル ク 宣 教 会 議

　 に 招 か れ 吟 日 に お け る 宣教神 学」 と題 し て 講義 を し た 。
バ ル トは そ こ で

　宣 教 に つ い て の 彼 の 考 え を要 約 し た 。
バ ル トは 宣 教 に 向 か わ せ る の は 教 会

　 の 主 ご 自身の 意思 で あ る こ とを強調 し た 。 D ．ボ ッ シ ュ （David　Bosch） は

　バ ル トの 講 義 を 次 の よ うに 要 約 し た 。
「バ ル トは 敬 虔 主 義 者 や ア メ リカ の 社

　会福音主義者 ， ま た接触点 と して 民 族 に 固 有 の 文化 を 用い る ド イツ の 人 た

　 ち の 神 学 的前提 を取 り上 げ た 。 そ し て 彼 は こ れ ら は す べ て 神 の 贖い に 変 え
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　て 人間 を ， （よ り重要なの は ）被造物を出発点 とし て い る とし て 否 定 し た 。

　バ ル トは 徹 底 し て キ リス ト中心 ， 神 の 贖 い を強調 し た … … わ れ わ れ の 宣教

　活動 も神 が み 心 の ま ま に 宣教 師 を啓 示 の 奉仕 に 用 い 給わ ら ない な らば ， そ

　れ は 単 に 人 間 の 努 力 に と ど ま っ て し ま う とバ ル トは 言 う」。 ボ ッ シ ュ の 言 葉

　を借 りれば 「こ の 論文で バ ル トは近代宣教神学の 父 とな っ た 」（Witness
，
166

　 − 7）の で あ る 。 1934年バ ル トは 『証 人 と し て の キ リス ト者』と い う小 冊 子

　を 出版 し た 。 そ の 内容は 1938年 タ ン バ ラ ム （イ ン ドの マ ドラ ス の 近 く）で

　行 わ れ た IMC の 議 事録 に 反 映 され て い る 。 後 に 1959 年 に 出 た バ ル トの

　『教会教義学』第 4 巻 3 分 冊 で こ の 小 冊 子 に 論 じ られ て い る宣教神学が よ り

　詳 し く展開 され て い る 。 最初 の 真の 証 人 は キ リス トに お け る神 ご 自身 で あ

　 る 。 贖 罪 と神 の 召 命 に よ っ て キ リス ト者 は 証 人 に な る の で あ る 。 こ の 召 命

　は 恵み の し る し ， し たが っ て 宣教し ない こ と は 義務か ら逃 げ る こ とで あ る

　 よ り も恵み か ら逃げ る こ とで あ る 。 証 人 に な る こ とは 選 択 の 事 柄 で は な

　 い 。 証 人 に な る とは キ リス ト者 と し て 生 き る こ と ， 世 界 に か か わ る と い う

　 こ との 本 質 で あ る （Witness，
168）。

E ． 1938 年 H ．ク レ
ー

マ
ー

は タ ン バ ラ ム で の IMC 会 議 の 準備 に ， ホ ッ キ ン グ

　 へ の 反 駁 と見 られ る 『非 キ リス ト教杜会 で の キ リス ト教 メ ッ セ ー ジ 』 を 出

　版 し た 。 ク レ
ー

マ
ー は バ ル トの 影 響を受 け て ， キ リス ト教 は 「啓示 宗 教 で

　あ る 」 （1938 ：23） こ と を 強 調 し ， 聖 書 の 現 実性 と他宗 教 や 哲学 ， イデ オ ロ

　ギ ー す べ て と の 間 に は 完 全 な 断 絶 の あ る こ とを主 張 し た 。 彼 自身 も敬 虔主

　義や社 会 福音か ら遠 く ， 罪 ， 義 ， 疎外 ， 裁 き ， 赦 し ， 回 心 ， 新生 を 躊躇す

　 る こ とな く語 っ た 。 彼 の 著書名 が 示 し て い る とお り ， キ リス ト教 の メ ッ セ

　 ー ジ は イ エ ス ・キ リス トの 必 要 を非 キ リ ス ト教 社 会 へ 向 け て 語 られ た も の

　 で あ り， それ に は ヨ ー
ロ ッ パ も ア メ リカ も含 まれ て い る と理 解 され て い る

　 （Witness，
169）。 そ の 上 ， ク レ ー マ ー は 「教 会 は 常 に 危 機 の 状 況 に あ り… …

　教会の 最大 の 欠点 は た ま に しか
， そ の こ とに 気 が 付か な い こ とだ 」 と述べ

　 て い る 。 教 会 は そ の 本 質 と実 際 の 状 況 の 問 に あ る 緊 張 関 係 の ゆ え に ， 常 に

　危機状況 に 目覚め て い な くて は な らな い の で あ る （1938 ：24− 5）。
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F． バ ル ト神 学 の 大 き な影 響 を 受 け た 1938 年 タ ン バ ラ ム IMC は キ リ ス トの

　預 言 者 的職 務 に 力 点 を お き ， 中心 主 題 を証 し と し た 。 し か し ， こ の 会議 の

　今 ひ とつ の 主題 は 教 会 と宣 教 の 関係 で あ っ た 。 す で に 論 じ た ご と く ， 19 世

　紀 ま で は 伝 道 は プ ロ テ ス タ ン ト教 会 の 周 辺 の 事柄 に 過 ぎ な か っ た 。 や が て

　徐 々 に 伝 道 は 教会 に 責任 と考え られ る よ うに な っ た が ， そ の 大部分 は 教 派

　主 義 に 捕 ら わ れ る よ うに な っ た 。 タ ン バ ラ ム で は エ キ ュ メ ニ カ ル な 文 脈

　で ， 教 会 と伝 道が
一

つ とな る 新し い 道筋 が つ けられ た 。 ボ ッ シ ュ の 言葉を

　借 りれ ば 「強 調 点 は 神の 国を 指 し 示 す 証 し の 教会 と ， 西 洋 の 教 会 と共 に 神

　の 国 へ の 途 上 に あ る 若 い 教 会 の 発 見 に お か れ た 」 （Witness，
171）。

G ． 第二 次世 界 大戦 の 開始 まで に は 世 界 規 模 の 伝道運 動 は ， 世 界 規模 の 教 会

　をつ く る こ とに 至 っ た 。 し か も宣 教 の 本 質 に つ い て 何 の 共 通 理 解 もな い 教

　会 に な っ た こ とは 事 実 で あ る 。 宣教 の メ ッ セ ー ジ や 動 機 や 目的に つ い て 決

　定 的 な相 違が 起 こ り ， 伝道運 動 は 多 くの もの に 分 裂 し た 。 こ の 様相 を 的確

　に 言 い 表す こ とは 難 し い が ， 議論 を進 め る た め に ， あえ て そ の 動 きを 自由

　主 義的 エ キ ュ メ ニ カ ル
， 福 音 主 義 的 エ キ ュ メ ニ カ ル ， 福 音 主 義 的 根 本 主 義

　と名 づ け たい 。 こ の 教 会分 裂 は 本来的で な い 多様性 と， 第二 次 世界 大戦後

　の 世 界 宣 教 で お こ っ た さ ま ざ ま な 議 論 ， 分 離 ， 争 い の 根 で あ る こ とを 明 ら

　 か に し て い る 。

要約

　こ こ まで
， われ わ れ は キ リス ト教伝 道 の 五 つ の 時 代 の 特 徴 と そ こ か ら 生 まれ

た キ リス ト教会 の 展開 を述べ た 。 わ れわれ の 見解で は 使徒後 の 教会は 多文化 と

多言 語 の 伝 道 す る 教 会 で あ っ た 。 そ し て こ の 時 代 の 宣 教 は 行 く と こ ろ 行 く と こ

ろ で す べ て の キ リス ト者は 自然 に 証 し をす る こ とで あ っ た 。

　キ リス ト教 が 国教 とな っ た 以 後 の 長 い 第 2 期 に は ， 禁 欲 主義 の 影 響 を 受 け た

短 い 期間 を 除い て ， 宣 教 運 動 は 経済的 ， 政治 的 ， 文 化 的 ， 教会的植 民 地 主 義 に

動 機 づ け られ 宣 教 団体 は そ れ に 妥協 し た こ と を 指 摘 し た 。

　第 3 期 に は 敬虔 主 義 が プ ロ テ ス タ ン ト教会 に 宣 教 を 促 し た が
， そ れ は きわ め
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て 限 定 され た 始 ま りで あ り， キ リス ト者 の 小 さ な グル ー プ に よ る 個 人 へ の 伝道

で あ っ た 。

　第 4 期 は
，

し ば し ば 宣教 の 世紀 と呼ば れ る 。 こ の 時期 ， 福音 的 キ リス ト者 は

宣教 師 を送 る団 体を組織 し ， 遠 く地球 の 果 て まで い た る と こ ろに 教 会 を 建 て る

た め に 福 音 を 宣 べ 伝 え た 。 し か し 宣 教 は い ま だ 西 洋 の 教 会 の 責任 とみ な され ，

教会 生 活 の 周辺 に とど ま っ て い た 。

　二 つ の 世界大戦 の 間 ， 第 5 期 に な っ て ， キ リス ト教 は 宣教 の 時代 に 形 成 され

た若い 教会を含む世界規模の 交わ りに な っ た 。 宣教はすべ て の キ リス ト者 とす

べ て の 教 会 に よ る相 互 責任 とい う感 覚 が 育 ち始 め た 。 そ し て 伝 道 は 教会 自身 の

召命 と見 られ る よ うに な っ て きた 。 同時 に ， 宣教 運 動 に お い て 示 され た あ る程

度の
一

致 は 分離分裂 を生 み 出 し て い た分派的神学 に よ っ て 壊 され た 。 それ に も

か か わ らず ， 宣教神学 の 研 究が 始 ま っ て い た。

　第二 次世界大戦後 ， 教 会と宣 教活動が新しい 時代 に入 っ た とき ， ほ とん どの

国に キ リス ト教 会 が あ っ た が ， 聖 書 の 権威 ， 福音 の 意 味 ， 伝 道 の 妥 当性 と 目的 ，

教会 と伝道 の 関係 に つ い て 何 の 共 通 理解もなか っ た 。 20 世 紀 の 後半 の 伝道 に 混

乱の 種 が 蒔 か れ て い た 。

　 日本 の プ ロ テ ス タ ン ト教 会 は も ち ろ ん ，
こ の 時 代 の 伝 道運 動 の 産 物 で あ る 。

そ の よ うな もの とし て
， われ わ れ は ， キ リス トの 体 な る 教会 に ゆ だね られ た キ

リス トの 委 任 を 受 け継 ぐ もの と な っ た 。 し か し ， ま た 伝 道 運 動 の 問題 と答 え の

出 て い な い 問 い と ， 使徒後の 教 会 の よ うに 自発 的 に 宣教す る教会 に な る か ど う

か とい う課題 を も受 け継 い だ の で あ る 。 　　　　　　　　　 （Gord。n 　D ．　Laman ）
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