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　　　　　　　　信仰 と教育
一 歴 史的 ・ キ リス ト教教育学的一 考察一 1）

ト木 憲　郁

はじめ に

　去 る 7 月末 よ り6 日 間 ，
2 年 ご と に 開か れ る国際宗教教育学会 （正 式名称は

「国際宗教教 育 ・価値 セ ミナー
」， The　lnternational　Scminar　on 　Religious　Education

and ・Values［ISREV ］）の 第 15 回学会 が オ ラン ダ の Driebergen で 開催 され ， 筆者は

正 会 員 とし て 久しぶ りに 出席 して
， 発表す る機会が 与 え られ た 。 今 回の セ ミナ

ー
に お い て もやは り， 特に欧米で 現 実的 な課題 とな っ て い る宗教多元 祉会に お

け る宗 教教育の 役 割 と課題 とい うこ とが 共通 の 関心 とな っ て い た 。 今 回は ， 若

い 学徒た ちの 意欲 的な出席 と学会加入 も 目立 っ た 。 世 界各 国か ら百人ほ どの 宗

教教育学者が集 ま り， 若干 の イ ス ラ ム 教徒 ，
ユ ダヤ教徒 ， 仏教徒 もい るが ， お

もに 欧米 の プ ロ テ ス タン ト， カ ト リッ クの 宗教 教育学者 ， 神 学者 た ちが それ ぞ

れ宗教教 育 の 立場 と関心に従 っ て順 次発 表 し ， 語 り合 っ た 。 毎朝 もたれ る主題

講演の 後に は ， 昼 食 を挟 ん で 夕方 まで
，

一
日 20 人 ほ どが お の お の

一
時間単位で

各部屋 に 分か れ て
， 準備 し た 学会員ペ ー パ ー を発表 し

， 自由に参加 して 拝聴 し

た他の メ ン バ ー
た ちが それ に応答 と質問を し ， 討論し た 。 それ は ， 集 中的な相

互 学 習 と交 わ りに よ る有益 なセ ミナ ー で あ っ た 。

　 日本 か ら も数名 参加 し て 発 表 し た が ， そ の 中の
一

人は 今 回 ，
「信仰 は 教 え られ

得 る もの で ある か ？」 との 単純 素朴 な題 の 研究発 表 を し た 。 彼 は 日本 の キ リス

ト教大 学で キ リス ト教学を教 え る
一

教員 とし て ， ほ とん どが 非 キ リス ト教徒 の

大学生 た ち に キ リス ト教概論 ，
お よび そ の 関連科 目を教 え る 苦労 と意 義 と課題
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を踏 ま え ， また 教会 との 関係 を も視 野 に入れ つ つ
， 日頃か ら考え て 取 り組 ん で

い る 問題 を整理 し て ， 丁 寧 に 発 表 し たの で あ っ た 。

一 般 に ， 私 の もの も含 めて

他の 諸発表は か な り複雑な考察や論述 の もの が 多い の で あ る が ， 私 の 同僚が今

回お こ な っ た こ の 素朴で 率直なテー
マ 設定に

， 逆 に他の メ ン バ ー た ちは少なか

らぬ 関心 を寄せ ， 欧米 の 代 表的 な宗教教育学者た ち 6 〜 7 人 も含 めて ， 比較的

多 くの 人が 出席 した 。 自由討論 の 中で
，

ドイ ツ の 代表 的な
一

人 の 宗教 教育学者

が 「信 仰は教え られ得 るもの で あ るか ？」 とい うテ
ー

マ に つ い て
， 次の よ うに

簡潔 に整理 し て くれ た 。
「ル タ

ー 派 は お そ ら くル タ
ー

の 信 仰義認の 教理 の ゆ えに

否を言 うで し ょ う。 それ に 対し て
， カ トリッ ク の 立 場に お い て は 明確 に しか り

と答 えるで し ょ う。 だが カル ヴァ ン 派 の 見解に お い て は ， ル ター の 立 場 を踏 ま

えつ つ も ， や は り信仰は 教え られ る もの と考え るで し ょ う。」 と。 こ の 発 言 に反

応 して ， ル タ
ー

派 の 伝 統 に立 つ ある宗教教育学者は ，
「ル タ

ー
派 の 立場 か らすれ

ば ， お っ し ゃ る通 りで す ね 」 と答えた 。

　 今述 ぺ た わず か な 報 告に よ っ て も我 々 が 気づ くこ とは ，
「信仰 と教 育」 との 関

係が キ リス ト教教 育学 に と っ て は絶 えず 根本 的な問題 で あ り続 けた し ， 現在 も

そ うで あ る とい うこ とと ， も う一
つ は ，

こ の 問題 は 我 々 の 身近 な諸経験 の 次 元

か らの み 取 りあげ る の で な く， 旧新約 聖書 の 時代 は もちろ ん の こ と ， そ の 後の

二 千年の キ リス ト教史 ， とりわ けプ ロ テ ス タ ン ト ・キ リス ト教史の 中で 培われ

た豊か で 多様 な諸 見解 とそ の 伝 統 とを貴重 な宝 として 十 分 に 摂取す る こ とに よ

っ て ， 生 産 的な議論 に入 り得 る とい うこ とで あ る。 従 っ て ， 今 回 こ の よ うな基

本的なテ
ー

マ に 関す る講義 に 際 し て は ， 論争的で ある よ りは ， む し ろ生産的な

議論 とな る た め の 歴史 的な 考察 を ， い くつ か の 視 点 と区 分 に 従 っ て 提供 す る こ

と と した い 。 し か し時 間の 関係上 ， こ の 講義で は 聖 書時代 と宗教改革 の 時代 に

限定 し て 述べ る こ とに な る 。 旧約 的 ・ユ ダヤ 教 的背景 ， 古 カ ト リッ ク 時代 と近

現 代， お よび 現代 後期 に つ い て は ， 別 の 機 会に 扱 うこ と と し たい 。

　 そ こ で 第
一

に
， 我 々 は 聖書的観点か ら 「聖 書的信仰 と子 どもの 尊重 」 に つ い

て
， また 第二 に

， 宗教改革的観点 か ら 「信仰の 非教授性 と学習 の 必 要性 」 につ

い て考察 して い くが
， そ の 都 度 ， 現代 の 我 々 の 状 況 と も関連づ け て言 及 す る こ
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ともあ る 。 宗 教改革者 の 子供観 に つ い て は ， 今 回触 れ られ な い 。

1　 聖書的信仰と子供の尊重

　 諸世代の 事実一

キ リス ト教教育学 の 出発点 として の

　 1， 聖書テ キス トか ら

　キ リス ト教 ， 特 に プ ロ テ ス タン ト教会 とそ の 伝統 に とっ て大 きな意義を も っ

て い る 「聖 書」 （sola 　scriptura ） は ， キ リス ト教教育の 問題 に 関 して 何 を語 っ て

い るで あろ うか 。 残念なが ら今 まで の 諸研 究は ， 実践的意図 をも っ て それ を問

う人 々 に失望 を与 え て い る 。 それ らの 研究 は 史実 とし て は興 味深 くて も， 聖書

時代 に お け る教育の 歴 史的 状況 を探 っ て 現 代 に 繋 げ 得 る洞察に 欠 けて い た

り
2）

， 逆 に ， 現在 へ の 強い 関 心 か ら論じ て い る の で
， 聖書 的叙述 とし て もは や

実際 の 特徴 づ け とな っ て い ない
3）。 つ ま り ， 釈 義的 ・歴 史的関心 と宗 教教育学

的 ・ 実践 的な 関心 とは ， 最 近新た な研究 の 動 きが 見 られ る もの の 1）
，

い ま だ 相

互 に 重ね 合 わ せ て 把握 され て は い な い 。 例 え ば ， 聖 書 の 知恵文 学 に 見 出 され る

よ うに （例 ：箴言 19 ；18 「望み の あ る うちに 息子 を諭せ 。 死 なせ る こ とを 目指

して は な らない 。 」，
シ ラ書 ［旧約外 典］30：1 「わが 子 を愛す る者は ， し ば しば

鞭で 懲 ら しめ る。 そ うすれ ば晩年 ， 子 供は 彼 の 喜び とな る。」）， 史的 に は疑 い 得

な くて も ， 内容 と して 教育学的に は 持ち こ た えが た く， 問題 を含む よ うな理解

が 表 明 され るな らば ， そ こ か ら十分な宗教教育学的な意義は 引き出し得ない 。

実に 旧約聖 書 も新約聖 書 も ， そ うし た箴 言な ど の 教 訓へ と集約 され て い る 訳で

はない 。 確 か に ，
「あなた は父 と母 とを敬 うべ きで ある」 とい うあの 第 四 の 戒 め

に お い て も， 聖書 は 愛情 と尊敬 を伴 う両親 と子 との 交 わ りを 証言 し て い る の で ，

そ の 点で は 注 目に 値す る 。 し か し ， た だ個 々 の 引用 と典 拠が 併置 され て い る だ

けで は ， キ リス ト教教育学的方 向づ けが そ こ で な され て い る とは言えない 。 キ

リス ト教教育学的方 向づ け として 決定的 な意味 が あ るの は ， む し ろ我 々 の 現在

に まで 及 ぶ歴 史 の 中に 貫か れ る聖書 の 基本 的モ チ
ー

フ で あ っ て ， そ こ に 我 々 は

集中する必 要が あ る 。

　聖 書の 基本的モ チ
ー

フ の 第
一

は ， 後〜ど続 ぐ譜世滯の 韜 傭 い 評仞 に 見 ら
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れ る。 それ は歴 史に働 く神 の 救済的行為 の 将 来を見つ め る こ とか ら生 まれ る の

で あっ て ， 人 問 の 自己 中心 的な子 孫繁栄 （とその 反対 の 少子化 ）や家族的世襲

が 問題 に な っ て は い ない 。 後続世 代尊重 の 態 度が 特 に 現 代 の 我 々 の 間に （欧米

の み な らず ま さに 日本に お い て も） どれ ほ どわずか に し か 見 られ な い か は
， 明

らか で あ る 。 そ うした態 度 の 希薄化 の 傾 向が増すの は ， 人が 特に 現代 の 少 子化

現 象の 背後 の 原 因につ い て ， も っ ぱ ら経済 と労働 の 諸条件の 悪 化 を指摘 し ， 年

金 支払い 形態や後続世代 に よ る有限 な資源 （石 油な ど）消費 との 絡み で 終始議

論する 時で ある 。
つ い 先 日 （2006．　9．29）， 夜 の NHK テ レ ビ ニ ュ

ー
ス で ， 新し

く厚 生 労働 大 臣に な っ た柳 澤伯夫 氏 は イ ン タ ビ ュ
ー の 中で ，

「経済状況が よ くな

れ ば出生 率 も上が り， 若 い 夫婦 が も っ と多 くの 子 を生 産で き るよ うに なる」 と

語 っ た 。 こ ん なレ ベ ル の 出生観が 露呈 され た こ とに ， 我 々 は驚か され た 。 聖書

は
， もちろ ん まだ そ ん な現代 的状 況 を知 らない が ， 自己 と後続世 代 に 対す る 現

代人 の こ うし た思考の 家族計画や そ の 決 定の 仕方 に つ い て ， 絡み 合 う問題 の 提

起 をす る。例 えば ， 人 類 の 存続 と拡大が 初め か ら神の 祝福 の 地 平に お い て 見 つ

め られ て い る こ と （創世 記 1 ：28）は 注 目に 値す る。 神が ア ブ ラ ム と契約 を結

ぶ 際 に ， 後の 世 代 は神 の 約束の 明確 な対象 とな る （創世 記 12 ：2）。 それ と同時

に ， 育 っ て い く後 の 世代 へ の 配慮 と ， 世代 間 の 相互 尊 重 の 交流 を 求 め る気 遣い

とが 基礎 づ け られ る 。 そ の 同
一

線 上 に ， 後 に 現れ る エ フ ェ ソ書 の 詳細 な 家庭訓

（6章 1節 ，
4 節 。

「子 供 た ち ， 主に 結ばれ て い る者 とし て 両親に 従 い な さい 。 そ

れ は 正 しい こ とで す 。

… …
父 親 た ち ， 子 供 を怒 らせ て は な りませ ん 。 主 が し つ

け諭 され る よ うに
， 育て な さい 。」） とい っ た もの が あ る 。

　後続世 代 を積極的に 認知す る こ との
一

部 として 特 に 際だ っ て い る の は ， 子供

に 対す る特別 な尊重 で あ る。 それ につ い て は ， 新約聖 書の 共 同体に お け る子供

理 解 を研 究した P ．ミ ュ ラー の 優れ た 書物が 明 らか に し て い る 5）。大変際立 つ 仕

方で ， 子 供 の 受 け入 れ が 主 の 受 け入 れ と し て 理解 され て い る （マ ル コ 9 ：37）。

さ らに
， 子供 に 対 し て 神 の 国が 約束 され る （マ ル コ 10 ： 14）。 こ の よ うな子供

観 は ， 現在 におい て
一

層 求 め られ るもの で あ ろ う 6）
。

　 し か し
， 後 に 続 く世代 へ の 気遣 い も， 子 供 に対 す る神 の 国の 約 束 も ， それ 自
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体 を取 っ て み る と， 宗教教 育の 必 要性 を根拠づ けて い ない 。 実に宗教教育の 必

要性は ， 聖 諄的信吻の 得盤 か ら初め て 明 らか に な る もの で あ る 。 なぜ な らば ， 聖

書 的信仰 は単純 に 恍 惚的 な経 験や 直接 的 な悟 りに 依 拠 し ない か らで あ る 。 それ

は む し ろ聖 書的伝承 と密接 に 結合 し ， 歴 史 に お け る神 との 出会 い の 諸経験 （そ

れ は 物語 られ ， 描 写 され得 るの だが ）の 想 起 と結合 し て い る 。 そ の こ とか ら，

教示 へ の 刺 激が 生 じ る 。 キ リス ト教会 の 初期 の 記述 の 中にすで に教師が 挙 げ ら

れ るが （1 コ リ 12 ：28
，

エ フ ェ 4 ：11参照）， それ は 内容的に 見て ， 事実何か を

教 え かつ 教 え られ た こ とを前提 とし て い る 。
つ ま り聖書的信 仰は

， そ の 特性 と

内容 に 基づ い て
， 後続 世代の 宗 教的教示 と育成の 必 要性に 至 る 。 こ れ が第二 の

基本 的モ チ
ー

フ で あ る 。

　聖書時代に お い て 疑 い もな く明 らか なの は ， 若 い 世 代の 信仰伝 承 へ の 参与 が

長い 間， どち らか とい えば刻印的な形態や 自動的な成長 達成の 形態 で 実現 した
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　　　 　 　コ　 　 　　　 　　　

こ とで あ る。 だ が そ うで は あ っ て も ， 申命記 は 教え と学 び へ の 明確 な移行 ， お

よび 蠏 へ と．方句 つげ られ た伝達 伽 分丿 へ の 明確 な移 行 を例証 し て い る 。 こ

れ は ， 聖書 に お け る第 三 の 基本 的モ チ
ー

フ で あ る 。 こ こ で 我 々 は また もや ， 宗

教教育 の 基本 的状況 に 出会 う。 申命 記 6 ：20 以 下 ： 「2°将 来 ， あなた の 子 が 『我

々 の 神 ， 主 が命 じ られ た こ れ らの 定 め と掟 と法は 何 の た め で すか 』 と尋ね る と

きに は ，

21 あな たの 子 に こ う答え な さい 。 『我 々 は エ ジプ トで フ ァ ラオ の 奴隷で

あ っ た が ， 主 は 力 あ る 御手 を も っ て 我 々 を エ ジ プ トか ら 導 き 出 さ れ た 。22

　
−
』」。 こ こ で 特 に ， 子 に 尋ね られ た 父 を想定 して 定式化 され る教示 は注 目す

べ きで あ る。 なぜ な ら こ の 教示 は ， 歴 史的記憶の 伝 承 が い か に 理 解 を伴 う現 在

的参与 に 通 じ るべ きで あ る か を （21 節 が ）示 し て い るか らで あ る 。 それ に よ っ

て ， N ．ロ ー フ ィ ン クが 「学習共 同体 と し て の 聖書の 神の 民 」 と特徴づ けた定式

化 （1989年）7＞
に よ っ て 説明 され る よ うな見 方が 根拠づ け られ る 。

　 「理 解 へ と方 向づ け られ た伝達 」は ， 新 約聖書が 記述す る初期キ リス ト教 につ

い て も当て は ま る 。 表面 的な知識だ けで は 不 十分 で あ る 。 そ の 典拠 として 例え

ば
，

エ チ オ ピ ア 人 の 宦官が 馬車 に乗 っ て イザ ヤ書を朗読し ， そ の 意味が 不明で

あ っ た 時， フ ィ リポ は 彼 に 近づ き， 次 の よ うに 問 い か けて
， 苦難 の 僕の 意味 を
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解 き明か し た 。
「読ん で い る こ とが お 分か りに な りますか 」 （使 徒 8 ：30） と 。

復 活者 イ エ ス は
，

エ マ オ に 向か う失意 の 弟子 た ちに 寄 り添 っ て （旧約） 聖書 を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　　　 　 　　

解 き明か しつ つ
， 自己 自身を解釈 し ，

パ ン裂 きに よ っ て 自己 の 働 きか け と弟子

た ち との 共生 を彼 らに 想起 させ た （ル カ 24 ：13− 35）。

　 こ の よ うに し て
， 宗教教育を 聖書的に基礎 づ け ，

また は っ き り聖書的信仰 に

関連づ け られ た教授 と学習 を聖書 的に 基礎 づ け るため に 求 め られ 得 る基本 的諸

要 素が 挙 げ られ る。 そ れ らの 諸要素 は ， 要約 す る と次 の 三 つ の モ チ
ー

フ に 束ね

られ る。 1）神の 約束た る次の 諸世 代 と子供の 尊重 ， 2）教え と学び へ の 刺激 と

な る聖 書的信仰の 特性 ， 3）理 解 へ と方向づ け られ た伝達 の 形式 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 これ ら三 つ の モ チ ー フ を 貫 く基 本 的 な もの は
，

歴 史 の 内側 で 起 こ っ て い る 毋

代的 事実 （Generationentatsache）で あ る 。 最近 ，
こ の 点 に 注 目し て い る の は F ．

シ ュ ヴ ァ イツ ァ
ー で あ る 8）

。 聖書 は ， 世代 交代 を 引 き起 こす 人 間の 歴 史 に 働 く

救済の 神を 証言 す る 。 そ こ に は
，

つ なぎ合わ され
， 交替 し て い く諸世代が あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ　　 　　　　 　コ　　 　　　 　　　　 　 　　　 　 　　

グ ロ
ー バ ル に 把握 され た明瞭か つ 重大 な譜置代継 承事 実 とは ， 人 間が 生 と死 を

繰 り返 しなが ら ， 常に諸世代が 互 い に共 存す る とい う事実 で あ り，
こ の 基 礎的

事実 に立 っ て
， 今 日の キ リス ト教教育学 も営まれ て い る 。

　 2． 現代 との 関わ り

　上 で 確 認 し た 毋飛約 事実 とい うこ とを ， 近代 に入 っ て 特 に 際立 た せ た の は

F ．シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー で あ る 。 彼 は そ の 事実 に よ っ て ， 自らの 教育学 お よび

宗 教教 育論 を基礎 づ け ， 思索の 出発 点 と し て 次 の よ うな 問い を 立 て た 。
「い っ た

い 古い 世代は ， 若い 世代 と共 に何 を望 んで い るで あろ うか 」
9） と。 彼が 世代的

事実に宗教 教育 論の 基礎 を置い た とい う点で は ， 今 日の キ リス ト教教育 （学）

もそ れ を引 き継 い で い る 。 こ れ に よ っ て また
，

ど うし て 宗 教 的 な養 育 と教 育

（陶冶）の 問題が 神学 と教育学の 中に避 けが た く独 自の 場所を要求せ ねば な らな

い か とい うこ とも明 らか に な っ て くる 。 もち ろん ， キ リス ト教教 育を他の もの

に よ っ て ， 例 えば学校 の 宗教授業 （日本で は キ リス ト教学校で の 「聖 書科授業」）

や教会の 教会学校 ・受洗志願者教育 ・堅信礼 教育 ［幼児受洗者が 他 日， 自覚的
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に信 仰告 白して 入会す る儀式 の た め の 教育］， そ の 他 との 関連で 基 礎づ ける こ と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　　　 　　 　　 　 　の　　 　　

は可能で あ り大切 で あ るが
， それ らは む し ろ包 括的視点か ら捉えた 諺毋代の 事

実 に対応 し た具体的諸事例 とし て 理 解 され る。 そ の 具体的諸事例 は ， 歴 史の 流

れ の 中で 繰 り返 し変化 した し ， 将来 もまた 変化 し得 る もの で あ る 。 こ の 構図は ，

次に 取 り⊥ げ る宗 教改革 時代 の 「信仰 と教 育」 の 問題 に お い て も ， そ の 基礎 と

し て あ る 。

　こ の よ うに ， 包括的視点 とし て の 世 代的事実 に注 目す る時 ， 各世代 間の 関係

とい うもの は ， す で に 聖書 的信仰 に 照 らし 合わせ て 確認 し た よ うに ， そ れ が理

解を促 す仲 介へ の 関心 に よ っ て 規定 されて い る場合 に の み ， む き出し の 順応 ，

刻 印 ， 注入 等 に代 わ る とこ ろの 養育 ・教育へ の き っ か け とな り得 る。

II 宗教改革的見解　　信仰の 非教授性と学習 の必要性一

　 1， 教育 を巡 る 宗教改 革的努 力

　 宗教 改革者 た ち の 教 会改革が そ れ に 対応す る教育改革なし に は 実現 され 得 な

か っ た こ とは
， 周知 の 通 りで あ る 。 彼 らは ， 全 国民 に対 す る

一
般お よ び キ リス

ト教 の 教育刷 新 に新 たに 取 り組ん だ。 特 に教会教育に 関 し て 言 うな らば ， 当時

新た に発展 した数々 の 教理 問答書 と教理 問答の 学習 （授業）10＞は ， 今 日まで 意

義深い もの として 受け とめ られ て い る 。

　 こ れ らの 教会 内外 の 教育改革の
一

事例 を挙 げ るな らば ， 最初 に 教会改革 の 火

蓋を切 っ た マ ル テ ィ ン ・
ル ター は ， 1520年か ら 10年 の 間 に矢継 ぎ早 に 三 大教

育改革 を提唱 し た 。 そ れ は
，
「キ リス ト教界 の 改善に 関し て ドイ ツ 国民 の キ リス

ト教貴族 に 告 ぐ」 （1520年），
「ドイ ツ 全 国 の 市会議 員 に 宛 て た キ リス ト教学校

設立維 持 に つ い て の 論」 （1524年），
「児童 の 就学勧誘の 説教」 （1530年）で あ

る 。 し か もそ の 間 に 同 時に
，

ル タ
ー

の 最 も重 要な教理 問答的文 書 と して ，
「ド イ

ツ ・ミサ」 序 文 （1526年）， お よび そ の 発展 として の 「大 教理 問答書」 と 「小

教理 問答書」 （1529年）が 出 され て い る 。 信仰の 手 引書で あ る こ れ らの 教 理 問

答書が 出 され た背後の 理 由 として ， 宗教改革者た ち の 努力 した 教会改革 が そ の

核 心部分 にお い て ，
つ ま り 「キ リス ト教信仰の 理 解」 とい う点 に 関 し て 教 会員
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の 間で わずか しか 影響を与 え て い ない とい う事 実 へ の 驚 き ，
つ ま り実 践的 な経

験 が あ る。 そ こ で ， 実践 的 な信仰手 引書が 編 まれ た の で あ る 。 だ が 実践的教示

と同時に
， それ らの 教理 問答書お よびあの 三 大教育改革文書は ， 教育を巡 る宗

教改革的努力 の 神学的な根本モ チ
ー

フ を明瞭にす る もの で もあ っ た。 そ こで 次

に我 々 は ， 宗教改革者に お け る 「信仰 と教育」 を 巡 る神 学的根 本モ チ
ー フ に つ

い て
一

瞥し た い 。

　2． 信仰 と教会， 信 仰 と理解

　キ リス ト教的教示 ・教 育の 改革 努力 にお け る神 学的根本 モ チ
ー

フ として 最 も

重要 な もの は ， 信仰 と教会に対す る理 解の 変化 の 中 に あ る 。 眼 前に あ る （当時

の カ ト リッ ク の ）「教会 の 信 仰」 を各 々 の 信徒が 分か ちもつ こ とで 事足 れ りとさ

れ た状況の 中で ， 宗教改革者 たちは個 々 人 の 人格的な信仰が決定的な意味をも

つ こ とを明確 に し た 。 そ れ に よれ ば ， 信仰 にお い て ど の 人 も神 との 直接 的な 関

係 に立 つ の で あ り ， そ の よ うな 関係 は確 か に教会 に よ っ て 支 え られ るの で あ る

が ， 教会に よ っ て 媒介 され ， 代 表 され る の で は ない 。 そ うす る と今や ，
「信仰」

に お い て 何 が 問題 で あ るか を個 々 人が 聖書 を 手 に し て 「理 解」 す る こ と　 　 そ

れ は 適切 な キ リス ト教的教示 な し に は 達 し 得ない 　　が 同時に 重 要 とな っ て く

る 。 さらに ， 教会の 礼拝 もまた信 仰 の 理 解 を促進 し ， 神 の 慈愛 を神 の 言 葉に お

い て 明瞭 に す る こ とが で き るために ， 礼拝 お よび礼拝 で の 福音 の 告知 （説 教 ）

は
， 語 られ る 母 国語 （ドイ ツ 語） に お い て 生 起 し なければ な らない 。 だ が 言 葉

に よ る説 教 は ，

一 般 に分別 と判 断力 の あ る聴衆を前提 とす る 。 それ ゆ え に ， 宗

教改革が 目指 し た教会 改革は ， それ に 並行す る教育改 革抜 き に は 実現 され なか

っ た 訳 で あ る 。 こ の 関連で 求め られ た の は ， 説教者が 聖 書の 原語 （ヘ ブ ラ イ語 ，

ギ リシ ャ 語 ） に精通 し て 説教 を語 る こ とで あ る 。 それ ゆ え に ， 聖職者 に は 古 典

語 の 修 得が 必 須 とな っ て くる 。 これ は ， ル ネサ ン ス の 古学復興運 動 に 呼応す る 。

　 これ ら
一

連 の 教育 的取 り組 み はル ター だ けで な く， メラ ン ヒ トン
11）

， ツ ウィ

ン グ リ
12）， カ ル ヴ ァ ン に も特徴 的で あ っ た 。 カル ヴ ァ ン に お い て は ， 何 ら特 に

引用す べ き教育関連 の 諸文 書が 見 られ な い が
，

こ の 領域に対す る彼の 特記すべ
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き取 り組みが 見過 ご され て は な らない 。 カル ヴァ ン に とっ て 信仰 の 理 解 ， お よ

び 自らの 信仰 に つ い て 釈 明 し得 る能力 は ， 彼 の 多 くの 書物 の 中で 言及 され る 中

心 的 なモ チ
ー

フ で あ る 13）
。 た だル ター とは異 な り，

カル ヴ ァ ン に と っ て 決 定的

なの は ， 成人 に な る こ とと前進 的な聖化 として の 信仰 の 成長 とが 結合す る こ と

で あ る。 教会 は
， 青 少 年が 成 長 し て 大 入 の 世 代 に な っ た時 も， 同 じ く教理

（doctrina） の 教示 に よ っ て 絶えず信仰的成長 を遂げる よ う導 く課題 を負 う
14）

。

こ の こ とは ， 彼 の 神学全体に対応 して い る 15）
。

　3． 信仰 と教育　　信仰の 非教授性を巡 っ て

　 上 で 確 認 した よ うに ， 宗教 改革 的 な 関心事 とし て の 教 育 は副 次的 な 事柄 で な

く， 信仰 ， 教 会 ， 説教 ， 告知 ， そ し て 理 解 な ど との 関係 に よ っ て ， 宗教 改革そ

の もの の 中心に 直結 し て い る 。 そ の 限 りに お い て 様 々 な 教育 改革 は ， 特 に ル タ

ー
の 場合 に 明 らか な よ うに ， 新 た な義 認理 解 もし くは 宗 教改革 の 信仰 義認 教説

　　そ こ か ら信仰 と教 会に 対す る ま っ た く別 の 理 解が 最終的 に 生 じ る が 　　に

呼応 し て い る 。 そ の 場 合に ，
「義認 教説 」 との 関係 は ， 学習 の 必 要性 を基礎づ け

るの み で な く ， 実 に 偉拗の ，非教授盤 をも基礎づ け る 。 とい うの も ， 義認信仰は

神の 自由な賜物 とし て 留 まるか らで あ っ て ，
こ の 神の 賜 物は ， 人 間の 教育的な

手順 や他 の 手段 に よ っ て 引き起 こ され 得 る もの で ない か らで あ る 。 その 意 味に

お い て
， 我 々 の 問 で し ば し ば不用意 に 用 い られ る 「信仰 教育」 とい うこ とは成

り立 た ない 。 人 に信仰 を教育 し
， あ るい は人 を信仰へ と教育す るこ とはで きな

い か らで あ る 。 そ の よ うに ， ル タ
ー は す で に 小 教理 問答 書の 前文 で

，
「人 は誰 を

も信仰へ と強い る こ とは で きな い 」 （BSLK 　504） と強調 し て い る 。 そ の 根拠

づ けは ， 小 教理 問答の 第
一
部 の 使徒信条 にお け る第三 項信仰箇条 （聖 霊 に つ い

て）の 解説 に 明 らか とな る。 「私 は ， 自分 の 理 性や能力 に よ っ て は ， 私 の 主 イ エ

ス ・キ リス トを信 じ る こ とも， 御 も とに 来 る こ と もで きない こ とを信 じます 。

けれ ども聖霊 は ， 福音を通 して 私 を召 して くだ さい まし た 」。 これ に よ っ て ， 信

仰に対 する すべ て の 養 育 と陶冶の 限界 が 表 明 され て い る。宗 教改革 的見解 に お

い て は ， た とえ信仰が 同時に教育を前提 とし て い る に して も ， 信仰は教育 の 目
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標で は ない 。 信仰は 教学や陶冶に よ っ て 獲得 され 得な い か らで あ る 。

　実は ，
「信仰を教 える こ と」 が で き るか ど うか とい う問題 は ， 宗 教改革以来 ，

キ リス ト教教育学 に 常に つ きま と っ て い る 。 だが 少 な くとも， 信仰 の 教授 可能

性 の 阪界 を強調 す る こ とは ，プ ロ テ ス タ ン ト伝統 の 特徴 だ と言い 得る 。 そ こ で

は
，

「人が 義 とされ る の は 律法 の 行い に よる の で は な く， 信仰に よ る と考え るか

らで す 。 j （ロ
ー

マ 3 ：28）の 言 葉が 留 意 され る 。 こ れ に 比 べ て ， そ の よ うな 限

界へ の 留意が カ ト リッ ク伝統の 中に は僅少 で あ る。信仰義認の 基礎 で あ る信仰

と業 との 区別が 意義を有す る の は ， そ こ で 言 う 「信 仰」 が業 とし て 解 釈 され得

な い 場合 にお い て の み で あ る 。 従 っ て ， 信 仰 は人 間に 処理 可能 な もの で な い と

言 わ れ る場合の 限界性 は
，教え と学び の 行為に 対 し て の み で な く，

「説教行為」も

含め て他 の あ らゆ る人 間的行動 と使役に対 し て も妥当す る 。

　 し か し そ の 上 で
，

ル タ
ー

に とっ て
， 信 仰が 人 聞の 中味 の ない 振舞い や態 度 と

し て は 描か れ ない とい うこ とも ， 同様に確か な こ とで あ る。 キ リス トへ の 信仰

は ， キ リス ト と信仰者 との 間の 出来事や 関係で あ っ て ， キ リス トに 関する知識

な しに は成 り立 た ない 。 それ ゆ え に ， 信 仰 の 前提 とし て の 学習が 様 々 な観 点 16）

か ら語 られ るの で ある 。

　信仰は 神 の 賜 物 とし て た だ 受容 され得 る もの で あ るが ， なお も学習 へ と差 し

向け られ る とい うこ との 中に ， 確か に 逆説が あ る と見 られ る 。 だ が こ の 外 面 的

な逆説 は ， 学習 の 限界 とその 必 要性 とが 同
一

の 神学的洞察の 両面 を提示 して い

る と考える な らば ， 解決 され るで あ ろ う。 す なわ ち ， 受容 と して の 「信仰」 は ，

先に少 し言 及 した よ うに ， 当時の カ ト リ ッ ク教会 が信仰者 と神 との 間の 救済的

仲保機関 とし て 振舞 うこ とへ の 批判 として 主張 され て お り ， 従 っ て 個 々 の 信仰

者は神関係の 確 立 の た め に 自分で 聖 書 を 読み ， 教理 問答書 を 手助 けに して 自己

を教化す る務め を負 う。 こ の 意味 に お い て ， 学習 は何 ら信仰成立 の 十 分条件 で

は ない が ， 必 要 と され る 。 信仰は 学習 を前提 とし ， それ を 内に 含む 。 信仰 は 正

しい 理 解 と学習 を 内包す る限 りにお い て ， キ リス ト教 信仰 と呼ばれ 得 るで あろ

う。 言い 換 え る な らば ， 信仰 は 学習 目標 で ない に もか か わ らず ， 教育 と授業 ・

学習 は信仰 を 引き起 こ すため の 重要 な役割を演 じ る 。 そ れ らは い わば子 供 と青
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少年 と大人が 聞 き分 け るもの の 決定 に関わ るの で
， その 限 りに おい て 「信仰 の

外的生 起の 条件」
17） とも言われ るの で あ る 。

　 こ の 点 は ， 菱刈 の 研 究が 明 らか に し て い る よ うに
18）

，
「信仰」 へ の 備 え とし

て 積極 的 な意義を 持つ 「律 法」 の
一

形態 とし て 「教育」 を位置づ けた メ ラ ン ヒ

トン の 考え方 と重 な り合 う。

　4．
一 般教育へ の 射程

　上 で 少 し 指摘 し た こ とで あ るが ， 宗教改革 の 教育思 想 にお い て も う
一

つ 特徴

的 なの は ， 信仰 ・義認 ・教会 との 密接な関係 に もか か わ らず ， その 教 育思想 が

同時 に広 汎 な射程 を も っ て お り， それ は 今 日し ば し ば教 会 に 対す る 「社会」 と

して 区別 され る領域を も含ん で い る とい うこ とで あ る 。 霊的統治 とこ の 世 的統

治 とを 区別 し て 論 じ るル タ
ー

の い わ ゆ る 「二 統治教説 」 は ， 彼 の
一 連の 学校改

革文 書の 基礎 とな っ て い るが ， それ は キ リス ト教教育 が 霊 的 領域 に 限定 され る

べ きだ と願 っ て い るか らで な く，
む し ろ キ リス ト教教育 が 社会や 国家の 健全 な

秩序 とし て の 「平和 ， 法， 生活」 の た め に こ の 世 の 統治 に も貢献す べ きだ と願

うか らで あ る 。 そ れ を今 日的 に 言 うと， 宗教教育 と並 ん で 絶えず倫理 教育 も問

題 に な る とい うこ とで あ っ て
，
こ の 問題 は神 学的 に ど うで もよい こ とで はない 。

　霊 的統治 （そ の 象徴的存在 が 教会 ）だ けが 神 に 関 わ る の で な く， こ の 世 的統

治 （そ の 象徴的存在が 国家） も神に よ っ て 意図され て い る。 こ の 二 つ の 統治は

相互 に 関連し ， 重な っ て い る 。 ル ター に とっ て こ の 両統治は ， 律法 と福音 （→

創造秩序 と救 済秩 序）との 区別 に 対応 し つ つ
， な お も相 互 に 関係 し合 っ て い る 。

ただ これ に対 して ，
K ．バ ル ト （『義認 と法 』） はル ター 的二 統治教説 を批 判 し

て ， キ リス トの 統治 （Regnum 　Chrisiti．救 済秩序）は 国家を含 む全世界 に 及 ぶ と

捉 え る。 こ の 辺 りの 神 学的議論 は こ こ で は省略す る
19）

。

　宗教改革が福音主義的戦い で あ り， それが 宗教教育 と一
般教育の 刷 新を も引

き起 こ し た とすれ ば ， それ は 福 音 （主義） 的教 育 と呼ぶ に ふ さわ し い 。 そ の 伝

統 を引 き受 けて 発 展 し た今 日の 福音 主義 的キ リス ト教教 育学 は ， 様 々 な 観点 に

お い て 意義深 い もの とな っ て い る 。 それ は ，

一 方 に おい て
， 安易な福音 （主義）
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的教 育 を も鋭利 に 自己批判す る視 点 を提 供 し ， 他 方 で は そ れ に もか か わ らず ，

教育学 的洞 察に 対す る開放性 の 道を も拓い た か らで ある 。

　例 えば前者に 関し て 言 えぱ ，
バ ル ト神学の 強い 影響下に あ っ て

， 第二 次世界

大戦後に 日本の キ リス ト教教育理 論に も少 なか らぬ 貢献を し た福音主義陣営の

一
人 ， 0 ．ハ ン メ ル ス ベ ッ ク は ， 単な る 「福 音 （主 義）的教育」 （evangelische

Erzieh  g） とい う言表 を 明確 に拒否 し た 。 なぜ な らば ，
こ の 言表が 「福音 と教

育 とを無批判的に 混 同 し て い る」
20） か らで あ る と言 う。 彼 に よれ ば ， 教育は

厂こ の 世の 行為」 とし て 肯定 され 承認 され ね ば な らな い が ， 教育 は本 来 「福音 か

ら」 生起 し 得 る とし て ， 次 の よ うに主張す る 。
「福音を も っ て （mit）， あ るい は

福音へ と （zu ）教育し よ うとす る こ とは
， 神の 権利 に 対す る罪深 い 侵害で あ り，

それ は我 々 の 不信仰の
， 災 い に満 ちた証拠 で あ る 。 福 音主義 的教 育論 は

， そ の

教育学をただ 〈褥彦か らの 教淳〉 とい う範疇に お い て の み 考え得 る」
21＞

。 こ れ

は ， 福音 に固 く立 つ こ とに よ っ て の み ， 真の 人間形成 として の 教育は 可 能に な

る ， との 見解で あ る。

　後者 に 関す る事例 とし て
，

K ．　E ．ニ プ コ ウは ， 宗教改革が もた らし た二 重 の

発露に つ い て 次 の よ うに 把握 し つ つ
， それ が 「教育学 的洞察」 との 対 話 を可能

に し た と捉 え る 。 第
一

の 発露 とは
， （宗 教改革者た ちが 理 解す る） 「キ リス ト教

信仰の 真理 」 を発掘 し た こ とで あ っ て
， それ は 人 間の 救 い の 証拠 と確信 を （聖

書 に保 証 され 説 教 の 中で 聞か れ る）福音 へ の 信仰 に も っ ぱ ら結 び合わせ る こ と

に よ る発掘で あ っ た 。 第二 の 発 露は 　　それ とは 相補的な の だ が　　 ，
こ の 世

が 正 し い 生 き方 に 関 して ， 不完全 で は あ っ て も独 自の 真理発 見 に 向 か うよ う放

免 され た こ とで あ る。 そ こ で は ，
こ の 世 の 諸 事業が 互 い に 同じ 呼 吸 をし て ， そ

れ だ け勢い よ くこ の 世の 幸福に 気を配 り続け るた め に ， 霊 的幸福 との 考え得 る

あ らゆ る関係 か ら解 き放 た れ て い る 。 従 っ て ， こ こ で は 教育学 的な思考 と行為

も解 き放たれ て お り， それ らは 教育学的理 性 に 委 ね られ る 。
つ ま り，

「こ の 世 の

放免」 お よび教 育学 的洞察 へ の 開放 性 は ， 世界 と現実 の 種 々 の 解釈 に 関 して ，

また教育学に 導 く種 々 の 人 間像に 関 し て 言 えば ， 何 ら任意で 気 ま ぐれ な もの を
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意味 しない
。

「教育学上 の 選択」 は ，
「そ の 棚 鋤 ・教淳学的な独自盤 を損な う

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　　 　　　 ■　　　 　　　　 　　　 　　　　 　 　　　　 　　　　 ■

こ とな く， 信 仰 と
一

致 し ， それ と共 に 神学的 κ藩 写 し得 る 」 はず で あ る 22）
。

　 5． カ ト リッ ク教 会 との 共通 性 と相違 性

　 宗教改革 に よ る教育 へ の 取 り組 み が どの よ うな特色 を も っ た の か は ，
プ ロ テ

ス タ ン ト内の 諸関連か らの み で な く， カ トリッ ク的発展 との 比較 にお い て も明

らか となるはずで あるが ， 今ま で 本格 的な比較は なされ て い ない 。 だ が 少な く

ともそ の 比 較 に よ っ て ， 両 者 間の 共 通 性 と深 刻 な相違性 とが 考慮 され るで あ ろ

う。 プ ロ テ ス タン トとカ ト リッ ク両サ イ ド間の 相異な る神学的諸前提は ， 教育

学 と教 理 問答教 育 にお い て は っ き り現れ るが ， そ れ に比 べ て ， 人文 主 義 は共通

の 背景 を提示 す る揚合 が あ る 。 例 え ば ， カ ト リッ ク に 留 ま りつ つ も宗教 改革 に

影響 を 与 え た エ ラ ス ム ス は ， 〈理 性 に よ る人 間形成〉を 強調 し
， それ が プ ロ テ ス

タ ン トの 改革 者 メ ラ ン ヒ トン に よ っ て 共 有 され 得 た 。 だ が そ の よ うな教 育観

は
， 結局 の 所 ， 宗 教改革者た ちの 信仰理解か ら制限を受けねば な らなか っ た 。

　教理 問答教育 の 領域 に お い て も， 両 者間 の 神 学的相違 は 顕著で あ る 。 カ ト リ

ッ ク側 に お い て
， 特 に カ ニ シ ウス （Petus　Canisius

，
1521〜 1597年）の 教理 問

答書は有効な もの とな っ た。 彼 もカ トリッ クの 評価 に倣 っ て ， ま っ た く 「ア ウ

グ ス テ ィ ヌ ス 的 ・トマ ス 的伝 統 に 従 い ，信 仰 （使徒 信条）， 希望 （主 の 祈 り），

愛 （十戒 ， 教 会会規）， サ ク ラ メ ン ト，
に 従 っ て 組 織 し

， 最後に 義が それ に 続 く

（中世 の 告解 ・信 仰定式 に よる 〈良 き業 〉）」
23）

。 その 際 に ， 更な る背 景 を描 くも

の は ， イ エ ズ ス 会 の 展 開に よ る 包括 的な教 育プ ロ グ ラ ム で あ る。 こ の 教 育プ ロ

グ ラム は
，

一
貫し た 高度 な形成 に よ る カ ト リッ ク教育学の 手 助けに よ っ て

， 信

仰 rcjEらぜ る 教育 を行 う
24）

。

　 そ の 関連 で 述べ るな らば ， 今 日で もカ ト リッ ク教会で は ，
「キ リス トの 教会」は

原 則 として 地上 で 「実現 され た 」 と受 け とめ られ る 。 そ の 結果 とし て ， カ トリ

ッ クの 子 供 と若者は 最大 限の 方法 で カ ト リッ ク教会 の 信仰的財 に 繋ぎ とめ られ

る
25）。 こ の 前提 か らすれ ば ，

「教 育」 に対 す る 司教会 議 の 考 え方 も同時 に理 解

で き る。 す なわ ちそ の 教育理 解は ， カ ト リッ ク家庭 ， カ トリッ ク教会 ， カ トリ
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ッ ク学 校 ， 同種 の 信 仰告 白に よ るカ トリッ ク宗教科授 業な どの 社会化担 当部局

が もつ 「教育力」 （形成的力）を基盤 とし た ， 教会 の 社会化 （社会的 関与）を本

質的に 考えて い る 26）。

むすび

　上 述 の 聖 書 的お よび 宗教 改革的考察 に 従 っ て ，
「信 仰 と教 育」は 相互 の 区別 に

お け る積極 的な関係性 を一
様 に露わに し た 。 それ と同 時に 我 々 は

，
こ の 関係性

の 理 解が 宗教改革者 に よ る信仰の 発 見 の 立 場 に お い て は ， カ ト リッ ク的理 解 と

の 相違を示 す ， とい うこ とも確認 した 。 だ が そ の い ずれ の 立場 で あっ て も， 種

々 の 形態 と広 が りを もつ キ リス ト教教育を 意図 し実践 す る際に ， そ の 基礎 とし

て
， 教 育的 モ チ ー フ を含む 世代 的 事実 が あ り ， 諸世代 の 交代 を 繰 り返す 歴 史 の

中に 働 く神 の 業 を見つ め る 目を共有 して い る 。 そ こ に ， キ リス ト教教 育学 の 出

発 点 もあ る 。

　確か に
， 宗教改革的な義認 「信仰」 は

， 聖 書を 通 し て キ リス ト信仰に よ る 神

と人 との 垂直 的関係を打 ち立 て た こ とに よ っ て
， 世代 的連鎖 とい う水 平的関係

を断 ち切 る視点 を提 供 し た。 しか し ， そ の 「信仰 」 が 同時 に そ れ と不 可 分な仕

方で 「教育」 を要請す る時 ， それ は創造的 な人 間の 陶冶 と世代形成を生 み ， 教

育的なキ リス ト者共 同体を建て あげる方向を踏み出す 。 こ こ に 教会教育の 特質

と意義 も明 らか とな る。

　プ ロ テ ス タン ト的キ リス ト教教育論は ， 宗教改革以後 ， ル ソ
ー

など に 始ま る

近代啓 蒙主義的教 育論 に よ っ て 激 し い 挑戦 を受 けて 揺 さぶ られ た が
，
20 世紀 に

入 っ て それ らもまた 弁証法神 学に よ る 福 音主義 的教育 学 に よ っ て 退 け られ ， 攻

撃 され るな ど， 様 々 な変遷 を辿 っ て きた 。 しか し
，

ポ ス ト ・モ ダ ン の キ リス ト

教教育学の 方 向を展 望 し 模 索す る際 に は
， 常 に 立 ち戻 っ て 考 え るべ き一

つ の 場

は 宗教 改革 的 な教 育理 解 で あ り， さらに そ の 源流 と し て の 聖書 とそ の キ リス ト

教教育学的考察で あ ろ う。 　　　　　　　　
・
　　　　　 （ば く ・ほ ん うく）
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5）　Peter　MUIIer，　In　der　Mitte　der（ヲemeinde 、　Kinder　im　Neuen 　Testament
，
　Neukirche−

　 Vluyn　l　992．

　　 その 他に ， Hans　Ruedi　Weber，
　Jesus・und ・die・Kinder，

　Hamburg　1980；Marcia　J．　Bunge

　 （Hg ．），
77）e （］hild・in（］hristian　Thought

，
　Grand　Rapids／Cambridge　2001 も参照せ よ。

6）　Vgl．　Friedrich　Schweitzer
，
　Die　R顔gわ η des　Kindes，　Zur　Problemgesehichte　einer

　 religionspddagogischen （｝rnndfrage ，
　GUterslohr　1992；BQnnie　J．　Miller−Mclemore ，　Let

　 the　 Chiidren　 Come ．　 Reimagining　 Childhood．from　 a 　 Chpistian　 Perspective
，
　 San

　 Francisco　2003．

7）　 Norbert　Lohfink
，
　Der　Glaube　und 　die　nUchste 　Generation．　Das　Gottesvolk　der　Bibel

　 als 　Lerngemeinschaft．　In： ders．，　Das 　Mdische　am 　Christentum．　Die　verlorene 　Dimen −

　 sion
，
　Freiburg　u ．　a ．19892

，
144−166

，
260−263．

8）　 Friedrich　Schweitzer
，
　Religionspdidagogik

，
　Lehrbuch　Praktische　Theologie

，
　Band1

，

　 GUterslohr　2006，
20ff：

9） Friedrich　Schleie  achcr
，
　Erziehungslehre．　Aus　Schleiermacher

’
s　 handschriftlich−

　 em 　Nachtasse　und 　nachgeschriebenen 〜Vorlesungen
，
　hg．　v ．　C ．　Platz

，
　Be

’
tlin　1849，

10） 宗教改革にお け る教育改革の 諸要求．（特に 全児童 の 就学に 関して ）は
， その

　 後の 歴 史の 中で 思 うよ うに達成 されなか っ たが ， 教会 に お け るカ テ キ ズ ム 教育

　 （教理 問答学習 と教 理 問答書）お よび教理 的
．
説教の 実践に 関す る改革 者た ちの 広

　 汎 な努力 は ， 今 日ま で 有 効 な もの と し て 注 目され て よい 。 （20 世 紀 ま で の 諸 時

　 代 の 教会 と学校 と神 学に お け る ル ター
小教理 問答書 の 受容 と影響等の 変遷 を ま

　 とめ た研 究文献 とし て ，Hans一亅Urgen　Fraas，　Katechismustradition，　G6ttingen
．
i971が

　
’
挙 げ られ る

．
。）

　　 ル ター を初 め宗教改革者た ちが
一

般的に 要求し た 「教理 問答学習」 は ， 簡単
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　 に 「堅信礼学習」 と同
一
視 され て は な らない 。 プ P テ ス タン ト伝統に お け る堅

　 信礼 学習の 端緒は ， む し ろシ ュ トラ ス ブル クの 宗教改革者 Martin　Buzer （1491−

　 1551）で あ る。そ し て ， オ ズ マ
ー

も明 らか に し て い る よ うに ， 堅信礼 と堅信礼

　 学習 の 包 括 的 な 導入 は ， 18世 紀 以 前 に は 見 られ な か っ た 。 Richard　Osmer
，

　 ConLfirmation・　Presbyterian　Practices　in　Eeormenical　Persρective
，
　Louisville　1996

，
特

　 に 77ff を参照 の こ と。

11）　Phillip　Melanchthon
，
　Glaube　und 　Bitdung．　Texte　zum 　christlichen 　Humanismus

，

　 StUttgart　1989；Melanchthon　deutsch．2Bde ．，　Leipzig　l　997．教 育関連 の メ ラ ン ヒ ト

　 ン の 著書 は，
一

方で は明 らか に ル ター の 理解 と合致 して い るが ， 他方 に おい て ，

　 ル ター
の よ りも っ と強 く人 文主義的教育の 意味 ， お よび 教会的 ある い は社会的

　 な需 要 に左 右 され な い 教 育固有 の 権利 を 明確 にす る 。

12）　Ulrich　 Zw   gli，　 Mie　man 　die　Jugendt　 in　 guten　 Sitten　 und 　christlicher 　Zucht

　 uferziehen 　und 　leeren　sb’lle；　ettliche 　kurtze〔fnde凋 ysung ，
　ZUrich　l　526．

13） カル ヴ ァ ン の 教 育理 解 を 概 観 す る に は ， そ の 関係 の 優れ た 研 究 書 で あ る

　 Reinhold　Hedtke，
　Ereiehung　du　rch 　die　Kirche　bei　Calvin，　Der 〔fntenweisungs．　und

　 Erziehungsauftrag　der　Kirche　 und 　seine 　 anthr （〜pologischen　 und 　theologischen

　 Gntndlagen
，
　Heidelberg　l　969 を参照せ よ。

14） Reinhold　Hedtke，
　aaO

， 98ff．を参 照の こ と 。

15） CR31
，
317 （詩編 32：1）

，
IH　3

，
9；OS　4

，
65

，
1，なおヴ ィ ル ヘ ル ム ・ニ

ーゼル ，渡

　 辺信夫 訳 ， 『カル ヴァ ン の 神 学』， 新教出版社 ， 1968年 ， 180− 185 頁 を参照せ よ 。

16）　学習は 次の 三 つ の 観点か ら要約で き よ う。

　   そ こ で キ リス トが 把 握 され 得 る言葉 の 知 識が 問題 で あ る 。 聖書 神学 的 理

　　 解に よれ ば
， キ リス トは 単 に霊や 自然 に お い て 直接 出会 うの で な く， 聖 書の

　　 言葉 に 固着 し た伝承 とその 解釈 に よ っ て 出会 う。 それ ゆ え に例 えば ， 特定の

　　 個人的諸経験 に依存す る恍惚的宗教の 場合 とは 異 な っ て
，
キ リス ト教的信仰

　　 は基 本 的に イエ ス ・キ リス ト，彼 の 生 と死 と復 活 に 関す る伝承 に差 し向 け ら

　 　 れ て い る。

　   今述 べ た言葉 の 知識に よ っ て ， さらに到 達し て い く理 解 の 必 要性が す で に

　　 語 られ る 。 なぜ な らば
， 伝承 は 単な る 暗記 に よ っ て 把握 され る こ とが で きな

　 　 い か らで あ る 。

　   　特定の 人 間との 関係が 問題 とな る。キ リス ト教伝承は 子 供 と青少 年 と ， さ

　 　 らに は成 人 の 生活 の 中で ，人 間 と人 間 との 関係 の 中で 生 じ る 。 それ は 常 に 人

　　 格的 ， 個人 的 に 伝達 され る。

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Union 　Theologioal 　Seminary

信仰と教育　 一 57 一

17） Wilfricd　Harle
，
　DogTnatik

，
　Berlin／Ncw ・York　1995

，
70 の 引用句 。

18） 菱刈 晃夫 ， 「ル タ
ー

とメ ラン ヒ トン の 教育思想研究序説』， 渓水 社 ， 2001 年 ，

　　171− 186頁 。

19）　 こ の 問題 に 関し て 最近 論 じた文 献 とし て ， Martin　Seils
，
　Zweireichelehre　heute．

　　Ertrtige　einer　neuen 　Diskussion．　In： Trutz　RendtorffてHg ．），
　Charisma　und 　lnstitution

，

　　GUtersloh　1985，　t　99−210；宗 教教育 学的視点か ら扱 っ た Karl　Eimst　Nipkow，　Bildung

　　als 　Lebensgleitung　und 　Erneuerung．　Kirchliche　Bildungsverantwortung　in（｝emeinde ，

　　Schule　und 　Gesellsehaft，
　GUtersloh　1990

，
204ffが挙 げ られ る。

20）　Oskar　Hammelsbeck
，
　Evangelische　Lehre　von 　der　Erziehung

，
　MUnchen 　1950

，
48f．

21） AaO
，
51．そ の 関連で ，

　 K ．　E ．ニ プ コ ウは ，宗教改革者た ちが 発掘 した 「キ リ

　　ス ト教 的信仰の 真理 」 が こ の 世 へ の 積極 的 な関わ りと， ひ い て は 教育学的理 性

　　へ の 関係 とを もた らし た と見 てい る。Karl　Ernst　Nipkow
，
　aaO

，
　204ff．

22）　Karl　Emst　Nipkow
，
　Bildung　als 　Lehensgleitung　und 　Erneuerung

，
205f．

23）　Eugen　Paul
，
　Geschiehte　der　christ ／ichen　Erziehung ．　Bd ，2：Barock　und ！Aufadirung

，

　　Freiburg　z．　a．1995， 39．

24）　 Eugen　Paul
，
　aaO

，
15ff．

25）　Lumen 　Gentium，　II．　Vaticanum，
　Kleines　Konzilskompendium ，

　hg．　V6n　K ．　Rahner／

　　H ．Vorgrimler
，
　Freiburg　1966

，
1

，
8．

26）　こ の こ と は ， ド イ ツ 主 教会議 の 言 葉 ，

“ Die　bildende　K エaft　des　Religionsunter．

　　richts ．　Zur　Konfessionalitat　des　katholischen　Religionsunterrichts”

，　Bonn　1996 に 明 ら

　　か で ある。
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