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「義認の 教理 に 関する共同宣言」 をめ ぐっ て

近 藤 勝 彦

　1999年 10月 31 日 ， ドイツ の ア ウクス ブ ル クに お い て ロ
ー

マ
・カ トリッ ク教

会 とル
ー

テ ル 世界連盟 とが 「義 認の 教理 に 関す る 共 同宣言」 に 調 印 した 。 言 う

まで もな く 「義認 の 教理 」は 宗教 改革の 実質原 理 と言 われ ， 宗 教改革者た ち は ，

「義認の 教理 」の 中に教会 が それ と ともに立 ち もし倒れ もす る条項を認識 し
，

こ

の 教理 をめ ぐ る理 解の 相違が P 一
マ ・カ ト リッ ク教 会 と宗教改革 の 教会を分か

つ 決 定 的 な も の とな っ た。 西 方 教会 と東方教 会 との 分 離が ニ カ イ ア信条 に対 す

る 「フ ィ リオ ク エ 」 の 挿入 と深 く関係 した よ うに ，

一
つ の 教理 表 現が

， 信仰 と

教 理 ， そ して 教会 と生 活 の 全 体 に影響 を及 ぼす効力 を 持 っ て ， それ ゆ え の 相 違

が 二 つ の 教 会を隔て る場合 が あ る。 それ が また 文 化 の 相 違に も影響 を及 ぼす 。

そ うし た 事態の
一

つ で あっ た 「義認 の 教理 」をめ ぐ る相違が い まや 「共 同宣言 」

とい う形 で 克服 され ， 基本 的な共通理 解 を打 ち出す こ とに 成功す れ ば ， た とえ

なお そ の 枠 内で 教理 上 の 差 異が 残 る とし て もそれ は た だ ちに 教会 分裂 に 導 くも

の で は ない と され る こ とに な る 。 もちろ ん こ の 「共 同 宣言 」 だ けで 長 く分 離 し

て い た 二 つ の 教 会が 一
つ に され るわ け で は ない 。 重 大 な相違 と して は ， まだ

「聖 餐」の 理 解の 相違が あ る し ， さ らに教会の 秩序 ， 職制の 問題が ある 。 果た し

て こ の 「共同宣言」 に よ る
一

致 の 方 向へ の 流れ が 今後 ど こ ま で 進 む か は ， 将来

の 可 能性 として なお残 され て い る と言わ なけれ ば な らない 。 しか しそ れ に し て

も ， 現 時点 にお い て す で に 「共 同宣言」 は大 きな教 会史的 出来事 で ある と言 っ

て よい で あ ろ う。 ア ウク ス ブル ク は そ うい う教 会史 的出来事 に 相応 しい 場 とし

て 選 定 され た で あ ろ う。 ま た 「共 同宣言」 が そ うし た教 会史 的で きご とで あれ
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ば ， その 意義に つ い て ， 若干 の 考察を行 う必 要 が ある と思 われ る 。 さ らに 言 え

ば ， ヨ ー n ッ パ に お い て こ うし た エ キ ュ メニ ズ ム の 動 きが あ る 中で ，
一

体 ， 日

本 や東北ア ジ ア の プ U テ ス タ ン ト教会 の 進 路 は ど うあ るべ きで あ ろ うか 。 口本

や ア ジア の プ ロ テ ス タ ン ト教会 の エ キ ュ メニ ズ ム に つ い て も考 え させ る大 きな

刺激に な っ て い る と言わ なけれ ば な らない で あろ う。

1． 「
共同宣言」 の成立経過

／）

　キ リス ト教 は ， 諸宗派や諸教派 に 分裂し て 諸 世紀を経て きたが ， 20 世紀に な

っ て さまざまなエ キ ュ メ ニ ズ ム （教会
一

致）の 運 動が 出現 し て きた 。 は じ めに

プ U テ ス タン ト教会 の 中で ， 世界伝 道 の 課 題 に 直面 し て エ キ ュ メ ニ ズ ム 運 動が

生 じ た 。 1910年 エ デ ィ ン バ ラ にお い て 開催 され た第
一

回 「国際宣教会議」 が そ

の 有名 な出来事で あ っ た 。 そ の ほ か に も ， 1948年に は 第二 次世界大戦後 間 も な

い 状 況 の 中で ， ア ム ス テル ダム に お い て 「世 界教会 協議会」 （WCC ）が 開催 さ

れ は じ め た 。 さらに は ヨ
ー m ッ パ で の プ ロ テ ス タン ト教会の エ キ ュ メ ニ ズ ム は

1973年 の 厂ロ イ エ ン ベ ル ク和協 書」 （Leuenberger　Konkordie ）に ま で 進 ん だ 。 ル

ター 派教会 と改革派教 会 ， それ に ワ ル ド派 教会 も含 めて
，

キ リス ト論 ， 聖餐論

な ど の 「和協 」 （Konkordie）が 達 成 され ， 教会 的な交 わ り， 聖餐 の 交わ りを共

に する こ とが 可 能に され た 。
「和協 」 は ，

「共 同宣言」 よ りは るか に 質の 濃 い
，

教会的な一
致 を意味す る 。 これ に は ， 宗教改革期の マ ー ル ブ ル ク会談に お け る

宗教改革 内の 分裂を 克復す る努力 が 実 っ た とい う意味が あ るで あ ろ う。 こ れ と

比 較す る と ， 1999年 の ロ
ー

マ
・カ ト リッ ク教会 とル

ー
テ ル 世界 連盟 との 「共 同

宣言」 は
，

「和協」 で は な く， まだ教 会的な交わ りを 可能 にす る と こ ろま で は進

ん で い な い 。 し か し ， 1973年 の 「ロ イ エ ン ブ ル ク和 協書」 は ， 1999年 の ア ウ ク

ス ブ ル クで の 「共 同宣言」 に 刺激 と模範を与 え た と言われ て い る 。

　 ロ
ー

マ ・ カ ト リッ ク教 会に おい て エ キ ュ メ ニ カル 運動 の 決定 的 な推進力 に な

っ た の は ，何 と言 っ て も第ニ ヴ ァ チ カ ン 公 会議 で あ り， そ こ で 公 布 され た 「エ

キ ュ メ ニ ズ ム に 関す る教 令」 （1964年） で あ る 。 こ の 「教令 」 は ， それ ま で 他

宗派 の 教会 には もっ ぱ ら n −一
マ

・カ トリッ ク教会へ の 帰還 を要求する 「教 会再
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帰一 運動 」 しか 考 え なか っ た の に対 し ， これ を改め
，

ロ
ー

マ ・カ トリッ ク教会

の 外 に い る キ リス ト者 も洗礼 を受け て 主 の もの とされ た兄 弟姉妹 として 承認 し

た 。 1999年の 「共 同宣言 」 は ，
ロ

・一
マ ・ カ トリッ ク教 会側 に つ い て 言 えば

， 根

本 的に こ の 第ニ ヴ ァ チ カ ン 公 会議が あ っ て 初 め て 可能 に な っ た もの で あ る 。

　 「共 同宣言 」 に至 る経緯 には ， それ まで の ロ
ー

マ ・カ ト リッ ク教会 とル タ
ー 派

教会 の 間に ， そ れ ぞれ の 国や地 域の レ ベ ル で ， さまざ まな対話 ， 討論 ， 共 同研

究 など が あ っ た こ とが 裾野 を な し て い る 。
「共 同宣 言」の 第 3 項 に そ うし た前提

に な っ た幾 つ か の 成果 が 言及 され て い る。 そ こ に は ， ア メ リカ 合衆国に お け る

ル タ ー派 と カ トリッ ク との 対 話 に よ る 文書 『信仰 に お け る義認』 （1983年 ） の

存在 な どが 挙 げ られ て い る 。 し か し 中で も決定的 なの は ， ドイ ツ の 「エ キ ュ メ

ニ カル 研究 グル
ー プ 」 （1981年一 85年）の 働 きで あ っ て

， そ の 成果 と し て 発 表

され た 『教 理 弾 劾　教 会分 裂 か 』 （1986年 ） とい う文 書 の 存在で あ る 。 こ の 文

書 の 重大 さは 前記 の 第 3 項に記 され て い るだ けで な く，
「共 同声 明」に 添付 され

た付属文書か らも明 らか で あろ う。 そ こ で 以下 に こ の 「研究グル
ー プ 」 に つ い

て 少 し記 して お こ う。

　 「エ キ ュ メ ニ カル 研 究 グル ー プ」 （der　O  menische 盆 beitskreis）は それ 以前 か

ら 「イ ェ ガ ー一 シ ュ テ
ー リン 研究 グル

ー プ」 と言われ る仕方 で
， 存在 し て い た

と言 う。 そ れ を 引き継 ぐ形で
，
し か し 新 し く 1981年 に 再組 織 され た 。 こ の 研究

グル
ー プ に は

，
ロ

ー一
マ

・カ トリッ ク 教会 と圧倒的 に ル ター
派で あ る ドイ ツ 福音

主義教 会 の 両教 会か ら， 30名の 神学者が 加わ り， さらに そ の 成果 の 評価活動に

加 わ っ た 人 々 も加 え る と総計 50 名 の 神 学者 た ちが参加 し た とい う。 そ の リ
ー ダ

ー を務め た の は
， カ ト リッ ク側 は ， カ

ー
ル

・
レ

ー
マ ン で あ り，

ル タ
ー 派側 は ヴ

ォ ル フ ハ ル ト ・ バ ネ ン ベ ル クで あ っ た 。 さらに そ の メン バ ー
に加 わ っ た人 々 に

は ，
プ ロ テ ス タン ト神学者 とし て マ ル テ ィ ン ・ヘ ン ゲ ル や ウル リッ ヒ ・ヴ ィル

ケ ン ス の よ うな新約学者 ，
ベ ル ン ハ ル ト ・ロ

ーゼ の よ うな教理 史家 ， それ に教

義学者 工 一 バ ー
ハ ル ト ・ユ ン ゲル な どがい た 。

　 こ の 人 々 の 長 い 研 究活 動が 開始 され た の は ， 1980年 11月 ， 当時 の 教 皇 ヨ ハ

ネ ・パ ウ ロ 2 世 が ドイ ツ を 訪 問し
，

マ イン ツ に お い て ドイ ツ 福音 主義教 会 の 人
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々 との 会合 を 持 っ た こ と を き っ か け と し て で あ っ た 。 そ の 席上 ， 地 区 監 督

（Landesbischof） エ ドア ル ト ・ロ
ー ゼ が

， 時の ドイ ツ 福音 主義教 会評議 会議 長 と

して
，

エ キ ュ メ ニ カル な共 同作業 を さらに
一

層 改善し て い くこ とが 急務で ある

こ とを主 張 し た 。 彼 は そ の とき三 つ の 観 点 を挙 げた 。 それ は 「主 日ご との 礼拝 」

「聖 餐の 交わ り」 「宗派 を異 にす る者 ど うし の 結婚」，
これ ら三 つ の 実際問題 の 中

に 教会分裂の 悲惨 とそ の 克復の 緊急 性が 認識 され る とい う。 こ の 提案を含ん だ

出会い の 後 ， 1981年 5 月 「共 同エ キ ュ メニ カル 委員会」 （Gemeinsame　O   meni −

sche 　Kommision ） が齪 し た 。 そ の 際 カ トリッ ク1則か ら ， そ うし た 鸚 の 実際

問題 を解決に 向けて 扱 うに は 両教会の 間で なお 十分に解 明 され て い ない 基本的

な神学的諸問題 を克復す る必 要が あ る とい う注 意が あ っ た 。 宗教 改革期 の 対立

の 中で カ ト リッ ク教会側 の 「トリエ ン ト公 会議」 は ， 130箇所 に わた っ て宗 教

改革 に 対す る 「教理 断罪」 を行 っ て い る 。 そ れ に対 抗し て ， 宗教改革側の 「一

致信 条集」 に は
， 数 に お い て も また 断罪や棄却の 表 現 と して もそ れ ほ ど 著しい

もの で は ない が ， し か し 明 らか に そ の 全体に わ た っ て 教皇 を 「反 キ リス ト」 と

呼び ， カ トリッ ク教 会 の ミサを 「い ま い ま し い 偶像 崇拝」 と批判 した 。
つ ま り

「教理 断罪」 とか 「棄却 の 表現 」 とい っ た教 会分裂 を 結果す る表現が 明 らか に取

られ て い た わ けで あ る 。 こ の 過 去を 「洗浄 」 す るた め に は 互 い の 「教理 断罪」

を解 明し ， そ れが 今 日両 教会 を分離 させ 続 け る もの な の か ど うか ， 神学 的な検

討 にふ さなければ な らない 。 そ の 課題が 既 述の 「エ キ ュ メ ニ カル 研究グル
ー プ」

に 負託 され た わ けで あ る。 そ の 際 「共 同 エ キ ュ メ ニ カル 委 員会」 は 「研 究 グル

ー プ 」 に対 し て
，

ほ ぼ 4 年 を め ど に して ， 結論 の 提 出が それ 以 上 長 期 に な ら な

い よ うに 求 め た と言 う 2）
。

　 「エ キ ュ メ ニ カル 研究 グル
ー プ」 の 報告書 は 1985年 に 「共 同エ キ ュ メ ニ カル

委員会」 に提出され た 。 そ の 全 内容 と重 要記録 文書 を添付 した もの が 出版 され

た の は ， 翌 1986年で あ る 。
「研 究 グル

ー プ 」 は特に 三 つ の 主題別 に グル
ー プ を

構 成 し た の で ， それ ぞ れ の 内容 ， つ ま り 「義認 の 教 理 」 （座長 は カ
ー

ル
・
レ

ー
マ

ン ）だ けで な く，
「サ ク ラ メン ト」 （座長 は カ ト リ ソ ク の テ オ ドー

ル ・シ ュ ナ イ

ダー ） と 「職制」 （座長 はヴ ォ ル フ ハ ル ト・バ ネン ベ ル ク） に つ い て も報告 され
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て い る 。

　 こ れ ら 「研 究 グル
ー プ」 の 成果 は ， そ れ ぞれ メン バ ー

の 賛否 を問 う仕方 で 発

表 され た 。 例 え ば ， 義認に 関す る部 分 に つ い て 言 えば ， 賛否 の 表決 に参加 した

の は 41 名で あ っ た 。 そ の 結果 ， 報告文 に 賛成 し た の は 35 名， 反対 が 2 名 ， 無

投票が 4 名で あ っ た とい う。 そ うし た 経過 を経て 最終報告が な され
，

そ れ が 書

物 の 形 で 発表 され たわ けで あ る 。

　 とこ ろ で 「共 同 宣言 」 そ の もの につ い て は
， さらに 経過 を辿 っ た よ うで あ る 。

「共 同宣言」 は 「義認 の 教理 」 に 関す る部分に 限定 し た もの で ， そ の 内容は 「も

う
一

つ 新し く独 立 し た こ とを 述 べ よ うとす る もの で は な く，

… … それ ら （こ れ

ま で ）の 文書及 び そ の 議論 に依 拠す る もの 」 （第 6 項）で あ る と言 われ る。 それ

ま で の 「研究 グル
ー プ 」 の 成 果 の エ ッ セ ン ス を纏 め た もの と言 っ て よい で あ ろ

う。 し か し 後 に 触れ る よ うに ， そ こ に 何 ら開題 が なか っ た わけ で は な い よ うで

あ る 。 い ずれ に せ よ ， 1995年に 「教皇庁 キ リス ト者
一

致推進評議会」 と 「ル ー

テル 世界連盟」 に よ る 「義認 の 教理 に 関す る共 同宣言」 として ， 最初の 案が
，

関係各教会 に配 布 され た 。 そ れ に対 して
一 連 の 修正 意見が 出 され ， さら に そ の

取 りま とめが行われ た。 あ る箇所 ， 例 えば第 18項 （義認 の 教理 の 位置や意義に

関す る 言い 表 しの 項）な ど修正 が 施 され ， し か も問題 が残 っ た 箇所 とな っ た 。

そ の よ うに して ， 1997年 6 月 に香港 で 行わ れ た 「ル ー テ ル 世 界連盟 」 の 総会挨

拶の 中で ， 教皇 ヨ ハ ネ ・パ ウ ロ 2世 は ，
「共 同宣言 」 の 確定 をキ リス ト者の

一
致

に 向か う途上 で の 「一 つ の 重大な事件」 で あ るだ けで な く，
「恵 み の 瞬間」 とし

て 評価 し た と言 う。 こ うし て 1999 年 10月 の 両教 会 に よ る調 印 に至 っ た わ けで

あ る 。

　 こ の 「共 同宣言」 の 方向は ， そ の 意図 とし て は ， け っ し て 「義認 の 教理 」 に

限定 され た もの で は ない 。 お そ ら くは他の 問題 に も及 び ， 最終的 に は エ ドア ル

ト ・ロ ー ゼ が 語 っ た 実際的な緊急問題 に 対 し て 何 らか の 改善 を 見る と こ ろ ま で

進む こ とが期 待 され て い るで あ ろ う。
「共 同宣言」 の 第 43項 に 次 の よ うに言 わ

れ て い る通 りで あ る。 「義認 の 教理 の 基本 的諸 真理 に お け る わ れ われ の 合意 は
，

わ れ わ れ の 教会の 生活 と教 え に と っ て 影 響を及ぼ さず に は い ない 。 こ の 点 に 関
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して は ， 依然 とし て 重 要性 の 度合 い の 相 違 とい う問題 が あ っ て
， 更 な る解 明が

必 要 で あ る。 そ の 中に は 次 の よ うな もの が 含 め られ よ う。神 の 言葉 と教 会 の 教

理 との 関係 ， 教会 論 ， 教会 にお け る権威 ， 教会 の
一

致 ， 職制 ， サ ク ラ メン ト ，

さ らに 義認 と社会 倫理 の 関係 な どで あ る」
3）

。

2．
「共同宣言」 の 内容とそ の 意義

　それ で は 「義認 の 教理 に 関す る共 同宣言」
4） の 内容は どの よ うな もの で あろ

うか 。 そ の 本文 は
，

一
冊 の 小 冊子 で あ るが ， 序 と五 章 とか らな り， 全体 は 44 の

項 目に 分 け られ て い る 。 それ ら五 章 の 内容 は ， 第
一 章 「聖書 にお け る義認 の メ

ッ セ ー ジ」， 第二 章 「エ キ ュ メ ニ カル な問題 として の 義認 の 教理 」， 第三 章 「義

認 に 関す る共通理 解」， 第四 章 「義認 に 関す る共通理 解の 解 明」， 第五 章 「到達

され た 合 意 の 意義 と射程 」 とな っ て い る 。
「共 同宣 言」 に い た る経緯 か ら し て

も， ま た こ の 章立 て か ら言 っ て も ， そ の 内容は ほ ぼ見 当 の つ か な い もの で は な

い 。 第二 章 「エ キ ュ メ ニ カル な問題 とし て の 義認の 教理 」 は ， 項 目 とし て は た

だ一
項 目で あ っ て

， そ こ に は 次の よ うに 書 かれ て い る 。
「義 認 に つ い て の 聖書 的

使信の 相対 立 す る解釈 と適用が
，
16世紀に お け る西 方教会 の 分裂 の 主 要な原因

で あ り ， そ れ が ま た 教理 上 の 断罪 へ と導い て い っ た 。

… …
（しか し）最近 の 聖

書学 の 洞 察 と ， 神 学 と教理 史の 成果 に依拠 しつ つ
， 第ニ ヴ ァ チ カ ン 公 会議以後

の エ キ ュ メニ カル な対話 に お い て 義認 に 関す る著 しい 歩 み寄 りが 達成 され る よ

うに な り， そ の 結果 ， こ の 『共 同宣言』 に お い て 義認 の 教理 に関す る基本 的諸

真理 に つ い て の 合意が 明文化 され る こ とが 可 能 に な っ た 。 こ の 合意 の 光 の も と

で は ， 16世 紀に双 方か らな され た 教理上 の 断罪は今 日の パ ー トナ
ー に は もは や

妥当 し ない 」 （第 13 項）。
つ ま り 「共 同宣 言」 の は じ め に 「合意 」 が あ る わ け

で ， そ の 「合意」 に 立 っ て 「義認 の 教理 」 に 関す る過去 の 断罪の 命題 をい か に

して 「無害化」 す るか とい う方 向に ， そ の 努力 は傾 け られ て い る 。 そ の 実際が

第 四 章 （第 19項
一

第 39 項 ） に お い て ，7 つ の 観点 に わ た っ て短 く叙述 され て

い る 。 こ の 部分が 「義認 の 教理 に 関す る基本的諸真理 」 を扱 っ た 「共 同 宣言」

の 主 要部分で あ る 。
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　7 つ の 観点 とは ， 第
一

が 「義認 の 視点 か ら見 た 人 間の 無力 さ と罪」， 第二 が

「罪 の 赦 し と義 とす る こ と として の 義 認」， 第三 が 「信仰 に よ り， 恵み ゆえの 義

認」， 第四 は 「義 と され た者が 罪人 で あ る こ と」， 第五 「律法 と福音」， 第六 「救

い の 確か さ」， 第七 「義 とされ た者が 行 うよい 行い 」で ある 。 扱われ て い る これ

らの 項 目は ， 先の 「エ キ ュ メ ニ カ ル 研 究 グル
ー プ 」 の 研 究成 果 報 告 に お け る

「罪人 の 義認」 とほ ぼ 同 じ と言 っ て よい で あろ う。

　 「共同宣言」 の 基調は ， 既述 し た よ うに現代に お け る 「合意」 の 方 向で
， 過去

の 「教 理 断罪 」を調 和 的方向 に 向け て 解釈する こ とで あ っ た。 もちろ ん それ は
，

直ちに教理上 の 差異 が存在 し ない こ とを強弁 し よ うとして い る わけで は ない 。

い くら合 意が願 わ し い と言 っ て も ， そ うし た あか ら さまな虚偽が神学的に も歴

史的 に も通 る は ず は な い 。 そ こ で 言わ れ る こ とは ， 過去 の 「ト リエ ン ト公 会議」

の 「教理 断罪」 も， 『ル ー
テル 教会

一
致信 条集』 の 断罪 も ， 現在の 「共 同宣言」

に 立 つ 両教 会 に は 当て は ま らない とい うこ とで あ る （第 41 項）。
「共同宣言」 に

お い て もなお 両 教会 の 教 理 の 差 異が 多少 は 語 られ るが ， そ の 厂教理 の 差異 」 は

パ ー
トナ

ー
問の 差異で あ っ て ，

「教会分裂」 に至 る 「断罪」 や 「棄却 」 の 対象 で

は ない と言 う。 それ で は 過 去 の 「断 罪」 は これ に よ っ て撤 回 され る の か とい う

と ， そ うで は ない 。 過 去 に な され た 「断罪」 は 「そ の 真剣 さをなん ら奪われ る

もの で は ない 」と も言わ れ ，
「そ の い くつ か は 決 して 的外れ の もの で は なか っ た」

とも言 われ る 。 そ し て そ れ らは ， わ れ わ れ の 教 え と実践 に 対す る 「警告」 に な

っ て い る （第 42 項） とい う仕 方で 位置づ け られ る。 過去 の 廃棄で は な く ，
「過

去 の 解釈 」 が 「共 同 宣言 」 の 基本線で ある 。 こ の こ とは 「トリエ ン ト公 会議」

の 「義 認の 教理 に 関す る教令 」を そ の ま ま に す る こ とで あ る か ら ， そ れ を極力 「恵

み の 先行 」 の 認識 の も とに あ っ た と強調 し ， 宗教 改革側 に 引 き付 けて 解釈す る

こ とに な る 。 また他方 ， 宗教改革側 につ い て は
， そ の 「義 認の 教理 」 を ま さ し

く宗教改革 らし さを鮮 明 にす る方 向に解釈 を深 め るの で な く， それ とは 異 な る

方向に解釈す る よ うに 導か ざ るを得な くして い る 。

　い くつ か の 例 を挙 げて み よ う。例 えば義認 にお け る人 間 の 「協働」 の 理 解に

つ い て で あ る。 宗教 改革側 の 主 張は 人 間の 義 と され るの は ひ たす ら キ リス トの
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義に よ っ て で あ り， 人間は 「ま っ た く受動 的」 で しか な い もの で あ っ た 。 それ

に対 し ， ト リエ ン トの 教令に は ，
「義 とす る信仰 は

， キ リス トの ゆえ に 罪を赦す

神 の 憐れ み に信頼す る こ と以外 の 何 もの で もない
， あ るい は われ われ が 義 とさ

れ る の は
，

か か る信頼 の み に よ っ て で ある と言 うもの は 呪われ る べ きで ある」

（第 12項） とあ っ た 。 誰が 見て も ， ト リエ ン トの 教令は 宗教改革を断罪 し て い

る 。 し か し 「共 同宣言 」 は そ うは 見ず に ， カ トリッ ク側 は 「人間 の 協働 」 を言

っ て は い るが ， それ は 「神の 恵み の 先行」 の もとで 言 っ たの だ と強調す る （第

20 項 ）。 そ して 他方 ， 宗教改革が 人 間 は 義認 を 「受動 的 に の み 」 受 け取 っ て い

る とい うとき ，
「完全 な人 間的参与」が あ る こ とを否 定し て い るわ けで は ない と

い う （第 21 項 ）。 し か し 「受動 的に の み 」 とい うときの 宗教改革の 主 張は ， も

っ ぱ ら神 の 恵み に よ る義認 を受 け取 るの み で あ っ て ， 人 間の 「協働」 を 言 っ て

い た わ けで は ない 。「完全 な人 格的参与」 とい う表現で 歩み 寄 らせ る な らば
， そ

れ は ト リエ ン ト公 会議 の 線で 宗 教 改革を 瞹昧 に させ る こ とに な るで あ ろ う。 同

じ よ うな こ とは 「罪 の 赦 し」 と 「よ い 行い 」， あ るい は 「新 し い い の ちの 刷新 」

の 問題 に も現れ る。宗教改革は 「信仰に よ っ て の み 義 とされ る」 と言 っ た が
，

「それ な し に は 存在 し得 な い い の ち の 刷 新が … … 義認 か ら分離 され ない 」 （第 27

項） とル ター 派側 は新た に認 め る。 カ ト リッ ク側 は 「新 しい い の ちの 刷新」 を

強調す るが
， それ は 「義 とす る恵 み」 に よ るの だ と強調 を移 行 させ る （第 27

項）。 「よい 行い 」 に つ い て も同様で
， カ トリッ ク側 は それ が 「功績 で あ る こ と」

を堅持す るが
， そ の 意味は 「人 間の 責任」 を強調 し たい の で あ っ て

， その 「よ

い 行 い 」 が 「神 の 賜物」 で あ る こ とを否 定 し たい の で は ない と言 う。 まし て 義

認 そ の もの が 功績な し に与 え られ た神の 賜 物で あ る こ とに 異議を唱え る もの で

は ない とも付 け加 え る （第 38項 ）。 それ に対 し ， ル タ
ー

派側で も 「功績」 思想

の 代 わ りに ，
「永遠の い の ち」 が 「神 の 約束の 成就」 として 「天 にお け る報い 」

とし て 与 え られ る と理 解 して い る と述 べ る （第 39 項）。

　以上 の よ うな仕方で 過去 の 「教理 断罪」 を相 互 に歩み 寄 らせ る仕方 で 解釈す

る こ とに よ っ て
， 過 去 を 「洗 浄」 し よ うとし て い るわ けで ， そ の 努力は もっ ぱ

ら両教会 の 義認の 教 理 をめ ぐる強調 の 差異 を薄 め る 方 向に 向け られ ， 事柄 を鮮
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明に し 深 め る よ りは
，

む し ろ 曖昧 に す る 方 向に 向か っ て い る 。 こ の こ とは宗教

改革側 か ら言 うと ， ト リエ ン ト公 会議 の 「義 認 に 関す る教 令」 の 方 向 に宗教 改

革の 内容を近づ けて 解釈す る こ とで あ る。 「共 同宣言 」は ， 宗 教改革が捉 えた義

認 の 教理 を ま さに宗教改革的強調点を深 め る仕方で 理 解 し て は い ない 。

　 「共 同宣言」の 案文 の 提 示 と と もに 特 に ドイ ツ の プ ロ テ ス タ ン ト神 学者 の 間に

論争 が 生 じ た 。 中で も 「共 同宣言」 を 激し く批判 し た の は ， あの 『研 究グル
ー

プ 』に参加 して い た エ ー バ ー ハ ル ト ・ユ ン ゲル で あ っ た 。
ユ ン ゲル に よ る と

「こ こ （『共 同宣言 』）で は 宗教 改革 の 決定 的な洞察が 曖昧 に され て し ま っ た か ， あ

るい は 完全 に 放棄 され て し ま っ た」 と言 う。 そ し て それ に よ っ て 「教会分裂の

克服 の た め の 堅 固な神学的な基盤 は なん ら据え られ て は い ない 」
5） と言 う。 彼

は 「共 同宣言」 の 中で ，
ル タ

ー 派側 は例 えば 「信仰 の み 」 とい う 「排他 的条項 」

を し っ か りと文書 に記す こ とを断念 して い る と述べ
， そ の こ とは 「ま っ た く奇

異 な こ と」 で ，
「共 同宣言」 を め ぐる論争に は 「不気味な側面」

6）が あ る とも書

い て い る 。 彼 は ま た ，
「共 同宣言」 の 成 立 の 最終段 階の 経過 を批判 し ，

「知 的誠

実 さを免除 させ て 教 会 一
致 を優 先 させ る こ うし た 恥 ず べ き試 み は も う沢 山

だ 」
7） とも語 っ て い る 。

「共 同 宣言 」 そ の もの を直接名 指 し て で は ない が ， そ の

成立 時 に現 われ て い る
一般傾 向に対す る ユ ン ゲル の 非難 が は っ き りと読み 取れ

る。 ユ ン ゲル の 批判に も う少 し 目を向けて み よ う。

3． エ ー バ ー 八 ル ト ・ ユ ン ゲル の 「共同宣言」 批判

　 こ こ で 取 り上 げた い の は 1997年 ，
つ ま り 「共 同宣言」 が調 印 され る二 年前の

ユ ン ゲル の 比 較 的小 さな論 考 「神 の た め に　明晰性 を ！」 とい う文 章で あ る。

それ に は 「義 認 の 条項 の 規 準論的機能 の 無害化 に 対す る批判的論評　 エ キ ュ メ

ニ カル な 『義認 の 教理 に 関す る共 同宣言 』 をき っ か け とし て 」
8） とい う長 い 副

題 が 付い て い る。 全体 12頁 ほ どの 文章 で あるが
，
こ こ で は ただ 要点 を 紹介す る

に とど め なけれ ば な らない 。
ユ ン ゲル が 主張 し て い る こ とは

，
「義認の 条項」は

キ リス ト教的諸 教理 の 中の
一

つ の 教理 とし て 理 解 され た の で は 済 ま され ない も

の が あ る とい うこ とで あ る。 そ れ に は 「規準的性 格」 が あ り ， 他 の 教理 との 関
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係 に お い て もお よそ 「キ リス ト教 的」 とは 何か を規 定す る 「規 準」 の 位置 に あ

る とい うの で あ る 。
ユ ン ゲル は それ を 「キ リス ト教 的な もの の 確 認 の 規準 」

9）

とも表現 して い る 。 こ の 問題 は 「共 同宣言」の 第 18項が 扱 っ て い るこ とで あ る

が ， そ の 最終的表現 に は根本的問題 が あ り， そ こ に 至 っ た こ の 項 目の 取 り扱い

の 過 程 に も問題 が あ る ， とユ ン ゲル は 批判 した 。 こ の 問題 を め ぐ っ て ユ ン ゲル

は ヴ ァ ル ター ・カス パ ー を激 し く非難し た 。 カ ス パ ー を非難 し なが ら， 同時に

彼は ， カ ト リッ ク側 の こ の 問題 の 取 り扱い 方 に 強い 疑念 を示 した 。
ユ ン ゲル と

カ ス パ ー が か つ て は チ ュ
ー ビ ン ゲン 大学 の 同僚で あ っ た （ユ ン ゲル が プ n テ ス

タン ト神学部の 教授 で あ っ た とき， カ ス パ ー は 同 じ チ ュ
ー ビ ン ゲ ン 大学 の カ ト

リッ ク神 学部の 教授 で あ っ た） だけ に ， また二 人 ともか つ て 「エ キ ュ メ ニ カル

研究 グル
ー プ 」 の メン バ ー で あ っ ただけ に

，

ユ ン ゲル の 批判 は深 刻 な もの と言

わなけ れ ばな らな い で あ ろ う。

　 「共同宣言」 第 18項 は 「義認 の 教理 」 の 規準的性格 につ い て 以 下の よ うに 言

う。 「義認の 教理 」 は 「われ わ れ の 教会の す べ て の 教え と実践 を不 断 に キ リス ト

へ と方 向付 け よ うとす る
一

つ の 不 可 欠な規準 （ein　unverzichtbares 　Kriterium）で

あ る」。 こ う記 し た上 で
，
ル タ

ー 派側 とカ トリッ ク側 の 相違 と歩み 寄 りを以 下 の

よ うに表現 し た 。
「ル タ

ー 派側 が こ の 規準の 唯
一

の 重 要性 を強調す る とき ， 彼 ら

は信仰 に 関す る他 の あ らゆ る真理 の 関連や重 要性 を否定 して い ない 。 ま た カ ト

リッ ク側 が い くつ もの 規準に義務を負わ され て い る と感 じ る とき ， 義認 の 使信

の 特別 な機能 を否定す る もの で は ない 」。
ユ ン ゲル は こ こ で 共通 の 合意 と見な さ

れ る 「一 つ の 不 可 欠 な規 準」 とい う表 現 に激 し い 批 判 を 表 明 し た。 そ もそ も

「一 つ の 規準」と言 い 表 して し ま え ば
，
そ れ は他 の 規準 と並 ぶ

一
つ の も の と して

相対化 され て い る こ とに な る と言 うの で あ る 。 カス パ ー は 「不可欠 な」 とい う

形容詞 が つ い て い る こ とで
，

プ m テ ス タン ト側 の 主 張は 入 れ られ て お り，
の み

な らず 「一 歩前進 」で さえあ る と語 っ た らし い 。 しか し ユ ン ゲル は 「不可 欠 な」

とい う形容詞 は 無意 味 と見 る 。 なぜ な ら 「不 可欠」 で ない 「規準」 な どあ りよ

うは ない か らで あ る。 カ ス パ ー が 具 体 的 に カ ト リッ ク側 の 誰 も 「義 認 の 教理 」

が 「教皇無謬 の 教 理 」 よ りも優位し て い る こ とは 認め て い る と言 うの に 対 し
，
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ユ ン ゲル は それ で は カ トリ ッ ク側 は 「教 皇無謬 の 教理 」 は 不 可欠 で な く， 「欠 け

て よい 」 と見て い るか と反論す る。 実際に は カ ト リッ ク側は 「欠けて よい 」 と

は思 っ て い な い 。
ユ ン ゲル に よれ ば ，

「義認 の 教 理 の 規準 論的機能 が あれ ば ， （『共

同宣言』 に あ る よ うに ）他 の 諸規準 に 義務を負わ され る こ とは で きない 。 そ し

て 自分 自身が なお他 の 教理 に義務を負 わ され て い る と見 る の な ら，
こ の 決定 的

な箇所 にお い て 宗教改革的な教理 と何 ら合意は成 り立 っ て い ない し ， そ れ ゆ え

『義認 の 教理 の 根本的諸真理 』にお い て （とい うこ とは 『共 同宣言』の 主要部分

に お い て ）何らの 合意もない 。

… …
それ で も合意が ある と主張す る者は ， 真理

に仕 え る奉仕 の 中で ， そ の 奉仕 に と っ て な くて は な らな い 明晰性 を損 な っ た責

任 を負 い 続け る」。 それ で ユ ン ゲル は 「神 の ため に ， 明晰性 を ！」 と言 うの で あ

る 。

　実際 の ユ ン ゲル の 文章 は以 上 の 要約 で は なお尽 くす こ との で きない 激 し さと

辛辣 さを含んで い る の で あ るが ， そ の 背景 として 第 18項の 文 章表現 の 推移 に憤

りを感 じて い る こ とが 読み取 れ る 。 そ もそ も 「エ キ ュ メ ニ カル 研究グル
ー プ 」

の 報告文で は 「義認 の 教理 」は 定冠詞 つ きで 「批判 的規準そ の もの 」（der　kritischc

Massstab） と言わ れ て い た 。 そ し て 「共 同宣言」 の 1996年 の 原 案 もそ の 線 に立

っ て い て ， カ ト リ ッ ク側 の 担 当責任者 ，
つ ま り教 皇庁 キ リス ト者

一一
致推進 評議

会議長 カ シ デ ィ の 共 同責任 の もとに 「義認 の 教理 」 が 「規準」 で あ る とい うと

き ，
「一 つ の 」 とい う不 定 冠詞 は 付 け られ て い なか っ た とい う。

つ ま り， 相 対化

され ない 「規準」 の 表現 が そ の 時点で は あ っ た の で あ る 。
「しか しそ の 言 い 表 し

に 対 し
， そ の 後 ロ

ー
マ 教皇庁 信仰委 員会 （die　r6mische 　Glaubenskongregation）

（教皇庁 教理 省の こ とで あ ろ うか ？）か ら反対 が 起 きた」
ユ゚ ）

。 枢 機卿 ヨ
ー ゼ フ ・

ラ ッ ツ ィ ン ガー が 一
致推進評 議会議長 の 枢機卿 エ ド ワ

ー
ド ・カシ デ ィに 対 し ，

「教皇庁 キ リス ト者
一

致推進評議会は 今後た だ ，

一
す で に伝え られ て い る よ う

に　　義認 の 教理 は 『
一

つ の 不可欠 な規 準』 で あ る と容認 して よい 」 とい う方

向に修正 させ た とい うの で あ る 11）。ユ ン ゲル の 批判は こ の ラ ッ ツ ィ ン ガ ー 　カ

ス パ ー ・ライン に 向 け られ て い る 。

　 その 後 ，
ユ ン ゲル の 批 判 に 対 し ， カ ス パ ー や他 の ロ

ー
マ ・カ ト リッ ク側 か ら
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ど の よ うな 反応 が あ っ た の で あ ろ うか 。 ま た ユ ン ゲル の 批判 は 「義認 の 教 理」

の 「規準論的機能」 を相 対化 させ る とい う仕方 で ， ル タ
ー 派神 学者に も向 け ら

れ て い た わけ で あ る 。 彼 らか らどの よ うな応答 が あ っ た の で あろ うか 。1997年

は ， そ の 年 1 月 に 行われ た調査 ，
つ ま り 「共 同宣言」 の 最終案文 に 対す る神学

者 た ち の 賛否 の 調査 の 結果 か ら して も ， 少 な くと も ドイ ッ 福音 主 義教会 に お い

て は ，
「共 同宣言」の 成 立 に と っ て 危機 的な年で あ っ た よ うに思 わ れ る 。 ユ ン ゲ

ル の 激烈 な批判 は決 して 影 響 を 与 え ない わ けで は なか っ た で あ ろ う。 全体 の 反

応 は 不 明で あ るが
， ただ一

人 バ ネン ベ ル クの 応答 に つ い て だ け後 に言及 し た い 。

明 らか に バ ネン ベ ル クに よ る 「共同宣言」 の 擁護論は ユ ン ゲル の 批判を相対化

させ た 。
ユ ン ゲル の 批判か ら二 年後 ， 1999年 ，

「義認の 教理 1 は 「一 つ の 不可

欠な 規準 」 で あ る とい う表現 を変 え る こ とな く，
U −一マ ・カ ト リ ッ ク ， ル ター

派 両教会 の 代表 に よ っ て 「共 同宣言」 は調 印 され た 。

4． ロ ー マ ・ カ トリッ ク教会の エ キ ュ メ ニ カル政策

　 「共同宣言」 の 背景に はすで に述べ た よ うに ， 先の 教皇 ヨ ハ ネ・パ ウ ロ 2 世の

ド イ ツ 訪 問が あ り， ド イ ツ 福音主義教会議長 エ ドア ル ト ・ロ ー ゼ の 提案が あ っ

て ， そ こ か ら開始 され た 「共 同 エ キ ュ メ ニ カル 委員会」 と 「エ キ ュ メ ニ カル 研

究 グル
ー プ」の 活 動が そ の た め の 有力 な働 きを した 。

「合意」 の 線に そ っ て 研 究

を纏 め る方 針が そ もそ も始 めか らあ っ た の で あ る 。 1981年 の 「エ キ ュ メ ニ カル

研究 グル ー プ 」 の 作業 開始 に あた っ て
， 同年 6 月 「研究 グル

ー プ 」 宛 （詳 し く

は そ の 代表で ある枢機卿 ヘ ル マ ン ・フ ォ ル ク とボ ン の 監督 ヘ ル マ ン ・クン ス ト ，

それ に両教会の 研 究 グル
ー プ の メン バ ー

の リ
ー ダー

で あ っ た カ
ー

ル ・レ
ー

マ ン

とヴォ ル フ ハ ル ト ・バ ネン ベ ル ク宛 にで あ るが ）に ， 上 位組織の 「共 同エ キ ュ

メ ニ カル 委員会 」 の 代表 （ドイ ツ 福 音主 義教会 議長 エ ドア ル ト ・ロ
ー ゼ と枢機

卿 ヨ ー ゼ フ ・ラ ッ ツ ィ ン ガー
）か ら 「課題 の 核心 」 を伝 え る書簡が 届 け られ て

い た 。
こ の 書簡 も記録 として 収録 され ， 出版 され て い る。 そ こ に は 『ル ー テ ル

教会
一

致信条集』 も ト リエ ン ト公 会議 の 教理 決 定 に あ るい わ ゆ る 「教理 断罪」

ももは や今 日の パ ー トナ ー に は 当て は ま らない と言 われ ， そ の こ とが 「私 的な
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確信」 と して で な く ，
「両 教会 に よ っ て拘 東力 を持 つ 仕 方で 確 定 され なけれ ば な

らない 」 と記 され て い る。 そ して さらに 「す で にル ター 派教会 ， 改革派教会 間

に n イエ ン ベ ル ク和 協 に お い て 開始 され た道 に対応 し ， それ を継 承す る道が ，

宗 教改革の 教 会 と ロ
ー一

マ
・
カ ト リ ッ ク 教 会 の 間 に も見 出 され な けれ ば な ら な

い 」
］2） と語 られ て い る 。 しか し実 際の 研究 グル

ー プ の 進行 は ， どち らも宗教改

革に基礎 を持つ 教会 ど うしの 「和協」 とは 区別 して
， ひ とまずは 神学的な教理

研究 とそ の 次元 で の 共通理 解を追及 し
， 教会生 活 上の

一
致 ， サ ク ラ メン トの

一

致な どは さらに将来 の こ とに 委ね た 。 ただ し こ こ で 興味深 い の は ，
「共 同エ キ ュ

メ ニ カル 委員会」 の ロ ー一マ ・カ ト リッ ク側 の 代表 が ， 枢 機卿 ヨ
ー ゼ フ ・ラ ソ ツ

ィ ン ガー
，
つ ま り現 ロ

ー
マ

・カ トリッ ク教皇ベ ネデ ィ ク ト 16世 で あ っ た こ と ， そ

し て ユ ン ゲル の 言 う ロ ー
マ 側 か らの 最終 の 修 正 も彼 か ら出て い る とされ る こ と

で あ る 。

　 ロ
ー

マ ・カ トリ ッ ク教会 とル ター 派教会 の 『共 同宣言』は ドイツ 福音主義教

会議長 か らの 提案 を受け る形 で 進展 し た が
， そ こ には 第ニ ヴ ァ チ カ ン 公 会議以

来 の カ ト リッ ク教会 の エ キ ュ メ ニ カル 政策が あ っ て ， ラ ッ ツ ィ ン ガ ー
は そ れ を

推進 し ， 彼が 教皇に な っ た後 に は 枢機卿 ヴァ ル ター ・カ ス パ ー が教皇庁キ リス

ト者
一

致推進 評議会 の 議長 の 位 置 に い る。 n 一 マ ・カ ト リッ クの エ キ ュ メ ニ カ

ル 政策は す で に東方 教会に も，
イ ン グ ラ ン ド教会 （聖公 会） に も向け られ て い

た が ， こ うし て ドイツ福音主義教会を 中核 に し て ル ター 派教会全 体 に 向け られ

た わけで あ る 。
「共 同宣言」 は 教義学 的問題 と共 に ， こ の エ キ ュ メニ カル 政策 を

ど う見 る か とい う問題 を ク ロ
ー ズ ア ッ プ させ る で あろ う。 それ は 当然 ，

ル ター

派教会 の 枠で く くられ な い プ ロ テ ス タ ン ト教 会 ，
ヨ ー

ロ ッ パ の 「ロ イ エ ン ベ ル

ク和協」 に よ っ て も統合 され ない プ ロ テ ス タ ン ト諸派 の 問題 意 識に も上 っ て こ

なけれ ばな らない 。 実際 　日本の プ ロ テ ス タ ン ト教会 ， あ るい は ア ジ ア の プ ロ

テ ス タン ト教会は こ の ロ
ー

マ
・カ ト リッ ク教会の エ キ ュ メ ニ ズ ム を ど う評価 し ，

ど う対応 し た ら よい の で あろ うか 。 ド イ ツ福 音主 義教会の 中に も
，

ロ ー
マ

・カ

ト リッ ク教会に 「編入 され るこ と」
13）にな る の か とい う 「不安」が ある とい う。

しか し そ うで な く，
ロ ー一

マ の 方 針は ， 幸 い な こ とに ， とい っ て もそれ 以外 に あ
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りよ うの な い こ とで あ るが ， ラ ッ ツ ィ ン ガ ー に よ る と 「諸教会 の 区別 が なお 残

りっ っ
，

一
っ の 教 会 に な る」

／4＞ とい うこ とで あ る らしい 。 そ れ に して も ，
ロ

ー

マ ・カ ト リッ ク教会の エ キ ュ メ ニ カル 政策は ， 日本 の ル
ー

テ ル 教会 以外 の 諸教

派 諸教 会で は ， ど う受 け止 め られ るべ きで あろ うか 。

　 こ の 問題 を考 え る際 ， プ ロ テ ス タ ン ト神 学者 として 「エ キ ュ メ ニ カル 研 究 グ

ル
ー プ 」 の リ

ー ダー を務 め たヴ ォ ル フ ハ ル ト ・バ ネン ベ ル クの エ キ ュ メ ニ カル

政策を知 っ て お くこ とは
一

つ の ヒ ン トを与える で あ ろ う。 バ ネン ベ ル ク の 歴 史

の 基本 的な見 方 は ，
「教 会分裂」 とそ の 結 果で あ る 「宗派 戦争」 に よ っ て 近 代世

界 は 引 き起 こ され た とい う見方 で あ る 。 そ こ か ら彼の 思想 の 中で は
， 近代の 問

題 ， 特に世俗主義が 問題 とされ るが
， それ は 「教会 一

致」 に よる教会 の 発言力

の 強化 に よ っ て あ る意味で 解決 し得る と期待 され て い る。 そ の 際 教会一
致の

エ キ ュ メ ニ カル 運動に は ロ
ー

マ
・カ トリッ ク教会の 責任 が 重い こ ともバ ネン ベ

ル クは か ね て よ り語 っ て い た 。 彼 が 「エ キ ュ メ ニ カ ル 研究 グル
ー プ」 の プ ロ テ

ス タ ン ト側 の リー ダー を 務め た の は ， 彼 の 中に そ うし た エ キ ュ メ ニ ズ ム に つ い

て の か な り明確 な神 学思想的 立揚が あ っ た か らで あ る と思 われ る 。 また彼がそ

の 後 も 「共 同 宣言」 に 基本的 に肯定的 なの は ， 明 らか で ある 。 しか しバ ネン ベ

ル クの こ の 近 代 史 と教会 分裂 とを結合 させ た歴 史 の 見方 は ， 17世紀 の プ ロ テ ス

タ ン テ ィズ ム （ピ ュ
ー

リタ ニ ズ ム ）の 歴史的意味 とか ， 宗教改革的な 自由の 理

念か ら近代的市民 的 な 自由へ と展 開 し た流れ の 理 解をほ とん ど無視 し た もの に

な っ て い る。具 体的 に 言 うと ， トレ ル チが イ ェ リネ ッ ク と と もに 近代 の 成 立や

人権思想の 成立 に 重大 な意味 を見出 し ， そ の 成立 に ピ ュ
ー リタ ニ ズ ム や コ ン グ

リゲ ー シ ョ ナ リズ ム の 関連 を理 解 し ， そ こ か ら彼 自身 の 時代 の 教会政 策論 を立

て た の とは 異な っ て い る 15）
。

バ ネン ベ ル クの 近代 成立 史に 関す る見方 の 中で は

「結社 の 自由」 や 「人 権」， あ るい は 「教会 と国家の 分 離 」 や 「宗教的寛容」， そ

れ と特別 な親和性 をも っ たプ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム の 存在意味 な ど ， ほ とん ど本

質的な位置を 占め て い ない と言 わなければ な らない 。 こ の こ とと彼 の ロ ー マ 中

心 の エ キ ュ メ ニ ズ ム 思想 とが 結び つ い て い る 。 こ の バ ネン ベ ル クの エ キ ュ メ ニ

ズ ム 思想 と，
ア ン グ ロ サ ク ソ ン の 「自由教会」 プ ロ テ ス タ ン テ ィズ ム

， あ るい
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は そ れ と同
一

の 起源 を共有す る 日本や ア ジ ア の 自由教会 プ P テ ス タン テ ィズ ム

の 視点で の エ キ ュ メ ニ ズ ム 思想 とは ， 当然 ， 異な る もの が 生 じ るで あろ う。

5． ヴ ォ ル フ ハ ル ト ・バ ネ ン ベ ル クの
「共同宣言」 擁護

　 ドイ ツ で は 「共 同宣 言」 の 調 印前 ， 1997年 1 月 ，
「共 同 宣 言 」 に対 す る 160

人 の 神 学者 た ちの 投 票 に よ る意思表 明 が 行 われ た 。 い ま手 元 に はそ の 内容 を語

るだ けの 資料が ない 。 た だそ こ には 結果 として か な りの 反 対 が示 され た よ うで

あ る 。
バ ネ ン ベ ル クは それ に対抗 し て ， 1998年 に短 い 文章 を少 な くと も二 つ 書

き ，
「共 同宣言 は

， 義認 の 教理 の 中心 的な諸点 に お い て ， 著し く高度な
一

致を表

現 し た 」
16） と擁 護 し た 。 実 際 ，

「義 認 の 教理 の 基本 的諸 真理 」 に 挙 げ られ て い

る 諸点 ，す な わ ち 「恵み の み に よ る義認1 「救 い の 確 か さ」 「信仰 とよい 行 い の

関係」 な ど
，

「宗教 改革 時代 に 論争の あ っ た これ らすべ て の 点 に お い て
， 『共 同

宣言』はザ ッ へ に お け る合意 をた だ主張 し た だ け で な く， それ を定 式的 に表 現

し て い る」 と彼 は 主張 した 。 そ れ に対 し て 反対 し た 投票 に よ る意 思表 明は ，
「こ

れ らすべ て の 点で 合意が ない と主 張し て い るだけ で ， な に ゆえ 『共 同宣言』の

合意の 表現 定式が 不適切 で あ る とす る の か ， そ の 論証 を
一

つ と して 提 出し て い

ない 」
17） と もバ ネ ン ベ ル クは 書い た 。

　それ で は バ ネ ン ベ ル クは
， そ の 擁護論 の 中で ，

「共 同宣言1 に は い ささか の 問

題点 もない と語 っ たか と言 えば
， そ うで は ない 。 彼 は 実際 に 問題 の あ る箇所 と

し て 三 つ の 点 が ある と指摘 し て い る 。 そ の 中に は ユ ン ゲル が 掲げた批判 と触れ

合い ， しか もそれ を抑え る主張が な され て い る 。
バ ネン ベ ル クが 挙げ る三 つ の

問題 点 の 第
一

は
，

「律 法 と福 音」 の 問題 で
，

「共 同宣言 」 （第 31−33 項） は こ の

問題 に 関 し て 「旧約聖書 と新約聖書の 関係」 に踏み込 んで い ない とい う点で あ

る 。 こ の 異議 の 申し立 て を ，

バ ネン ベ ル ク は 正 当 な批判 として 肯定し た 。 しか

し 「こ の 問題 に は何 ら教会 を分 裂 させ る対 立 は 主 張 され なか っ た 」 と彼 は言 う。

第二 は ユ ン ゲル が 批判 し た 「規準」 として の 「義認 の 教理」 の 扱い に つ い て で

あ る 。
バ ネ ン ベ ル クは ユ ン ゲル の 指摘す る よ うに ，

「共 同宣言」の 最終 的表現が

そ れ よ り前 の 表現 よ りもよい もの で な く，
「宗派 的な立 場 の 相違 が 不 幸 な仕 方 で
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言い 表 され て い る」
18）と認 め た 。 しか しバ ネ ン ベ ル クは そ の 前の 案文 に 見 られ

た
， よ りよい 表現 には 「義認 の 教理」 は 「一 つ の 包括的 な批判的か つ 規 範的な

規 準」で あ る と不 定冠詞づ きで 言 われ て い た の で あ っ て ， こ こ に 不 定冠詞 （ein ）

が つ い て い る か
， それ とも定冠 詞 （das）が つ い て い る か は ， さ して 問題 で は な

い と語 っ た 。
ユ ン ゲル も認め て い たよ うに 「義認 とい う用語」 の 問題で な く，

「教会の す べ て の 教 え と生 活 」が 「キ リス トに お い て啓示 され た神の 救済に 向け

て 方 向づ け られ る」 こ とが 重大 だ か ら とい うの で あ る。 そ こ で 問題 な の は 「不

定冠詞」 が付け られ るか 付 け られない か で な く， む し ろ カ ト リッ ク側が 「い く

つ もの 規準に義務 を負わ され て い る」 として 「他 の い くつ か の 規準」 につ い て

示 唆し た と き ， そ の 内容 を示 さなか っ た こ とで あ っ た と言 う。 そ こ で の 「他 の

い くつ か の 規 準」 が 「教皇無謬 」 の ドグ マ の こ とを言 っ て い るの な ら問題 で あ

ろ うが
，

「御子 と御父 の 同質 （ホ モ ウー シ オ ス ）の 教理 」 の こ とを 意味 し て い る

な ら問題 は ない と，
バ ネ ン ベ ル クは 言 う。

バ ネ ン ベ ル クの 意 図は 「義認 の 教理

の 規準」 も内容 か ら考 え る べ きで ， む し ろ 「イ エ ス ・キ リス トに お け る神 の 救

済行為」 こ そ が
， 重大な規準で あ る とい うの で あ る 。

厂ホ モ ウー シ オ ス 」 の 教理

も一
つ の 規準 で あ る し ， また 「他方 ， 義認の 教理 とい え どもそれ を唯

一
の 規準

（das　Kriterium） とし て教理 Eの あ らゆ る論争 問題 を解決 し得 るわけ で は ない 。

その こ とは宗教改革が 聖餐にお け る キ リス トの 現 臨をめ ぐ る争い で 経験 しなけ

れ ばな らなか っ た こ とで あ っ た 1　 19）とも指摘す る 。 そ こ で 結論 とし て バ ネン ベ

ル クは 「こ こ で は なお曖昧 さが 両方 の 側 に ， カ トリッ ク側 に もル タ
ー 派側 に も

存在す る」
20） と語 っ た 。 こ こ で 「曖昧 さ」 （Unklarheit） とい う言葉 を使用 した

の は ， あの ユ ン ゲル の 「神 の た め に 　　明 晰性 （Klarheit）を 1」 を明 らか に念

頭 に お い て で あ り，
ユ ン ゲル の 側 に も 「義認 の 教理 」 の 「規準」 の 表現 に なお

曖昧な とこ ろが あ る と語 っ た こ とに な る 。

　バ ネ ン ベ ル クが 第三 に挙 げ るの は 「洗礼後 の 罪」 の 理 解 に つ い て で ，
こ の 問

題 の 方が 「は るか に重大 な事柄上の 差」 が あ る とバ ネン ベ ル クは 言 う。 こ こ で

は こ れ以上 は論述を避けるが ， 洗礼後の 特に 「原罪」 の 理 解が解決 され て お ら

ず ，
「共 同宣言」の 元来の 目的が 果 た され て い ない と言 う。 しか しそれ に して も
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バ ネン ベ ル クの 結論は ，
「イ エ ス ・キ リス トの 福音に 対す る信仰に お け る義認 に

つ い て ， あ るい は信仰に よ る救 い の 確 か さにつ い て ， ま た信仰 とよい 行い の 関

係に つ い て 合意が ある」 と認めて ， そ の こ とは ，
「い くつ か の 箇所で なお ， さら

な る了解の 努力 が 求 め られ続け る とし て も ， 『義認の 教理 の 基本的諸真理 に お け

る合意 が あ る』 （第 40 項） とい う 『共 同宣言 』 の 主 張 は 正 当性 が ある と言 っ て

よい で あ ろ う」
21） と言 うの で ある 。

6． 暫定的結論

　 「共 同宣言」の 根本 問題 は やは りユ ン ゲル が 批判 し ，
バ ネン ベ ル ク も挙 げた 第

二 点 の 問題 に あ る で あ ろ う。 まだ 残 され た 未解 決 問題 は ， 今後 に解 決 を探れ ば

よい 。 し か し すで に 解決 し た つ も りの 問題 が
， 実は 解決 は なか っ た とい うこ と

で あれ ば ， や り直 しが必 要 に な る 。
バ ネン ベ ル クの 言 う第二 の 点 は そ うした 問

題 に な っ て い る と思 わ れ る。 問題 は 「義認 の 教理 」 の 規 準性 ， そ れが 全教理 の

中で 占め て い る位置理 解 の 問題 で あ る 。
「義認 の 教理 」 の 「規準」 とい っ て も ，

た とえ ば シ ュ マ ル カル デ ン 条項 の 第二 部 に 言わ れ て い る 「第
一

の 主 要条項 」 は

「義認 の 教理 」 で あ る と ともに
， 同時に 「イ エ ス ・キ リス トの 職 務 と働 き」 「贖

い に 関す る条項」 を併せ て 語 っ て い る よ うに ，
「罪人 の 義 認」 の 「教理」 の 規準

は
， 当然 ，

「キ リス トの 贖罪の 業 」に 目を 向けて い る 。 さ らに 贖罪の 業 は キ リス

ト論を介 し
，

また 聖霊 の 働 きの 関連か らし て も，
三 位

一
体論 とも不可分 で あ る 。

つ ま り 「義認の 教 理 」 の 「規準」 は ，
「贖罪の 教理 」 や さ らに fキ リス ト論」

「三 位 一
体論」 との 関連 に お い て 理 解 され な けれ ばな らない で あろ う。 従 っ て

，

義認 の 教理 に お い て も 「キ リス トの 啓示 に お け る神の 救済行為」 が 決定的で あ

る とい うバ ネ ン ベ ル クの 指摘は ， 内容的に 妥当で あ る。

　 しか し彼 の 主 張 に は な お 無理 な 点が あ る と言 わ な けれ ば な らな い 。 そ れ は ，

カ ト リッ ク側 が 「共 同宣言」 の 中で 「義認 の 教理 」 以外 に 「い くつ か の 規準 」

に 義務を負 わ され て い る と言 うとき ， 特 に 何 を意味 し て い る か が 示 され て い な

い 問題 で
， それ を ど う理 解 す るか で ある 。

バ ネ ン ベ ル ク は そ こ に 「ホ モ ウー シ

オ ス 」 が 意味 され て い る可能性 が あ る よ うに 語 っ た 。 これ は ， 明 らか に カ トリ
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ッ ク側 に対す る過剰 弁護で あ る。 そ こ で 考 え られ て い る 「い くつ か の 規 準」 が

「ホ モ ウ
ー シ オ ス 」や 「キ リス ト論の ドグ マ 」 で な い こ とは ， 文章の 文脈か ら言

っ て 明 らか で あ ろ う。 宗教改革期 に 「三 位
一

体論」 と 「キ リス ト論」 に 教会分

裂 的な争い が なか っ た こ とは 「シ ュ マ ル カル デン 条項 の 第
一・

部」 が 明言 し ，
「ル

ター
派

一
致信条集」 の 他の 信仰告 白に よ っ て も明らか な こ とで あ っ た 。 そ れ と

は別 な他の い くつ か の 規準が 明 らか に実 際 ，
「共 同宣言」で は 意味 され て い るわ

け で ， そ れ を明 示 し なか っ た こ とは あ きらか に 「共 同 宣 言」 の 「曖昧 さ」 で あ

る 。 それ に 例 えば 「教皇無謬説」 が 含まれ て い る の で は ない か とい うユ ン ゲル

の 指摘 の 方が ， 文脈上 ，
バ ネン ベ ル クの 過剰 弁護 よ りは ， 真 実に 近い と言 うべ

きで あ る 。

　そ れで は 「教 皇無謬 説」 が 含 まれ ， さらに は 「マ リア 論的な教理 」 も含 まれ

る とし た ら　　 そ し て文 脈 上 そ の 推測 の 方が 蓋 然性 が 大 き い と言 わ な け れ ばな

らない で あろ う　　 ，
こ の 曖昧 さは 「共 同宣言」 に と っ て た だ の 曖昧 さで は な

く ， 致命 的 な 曖昧 さ に な るの で は な い か 。 「共 同宣言」 は 「義 認の 教理 」 の 規 準

性 の 理 解 の
一

致に よ っ て
，

一
体 ，

「キ リス トの 啓 示 に お け る神の 救済行為」 に よ

る方 向付 けを規 準 とし て 真 に共通理解 に 達 したの で あ ろ うか 。
「他 の 規準」 とは

何 なの か を具体 的 に 明示 す る な り，あ るい は 「キ リス トに お け る神 の 救 済行 為 」

の 唯
一

の 規準性 を明確に 表現す るな ど し て
， も う

一
度表 現 し なお さなけれ ばな

らない で あろ う。

7． 日本の プ ロ テ ス タン ト教会 の エ キ ュ メ ニ カ ル路線　　東北 ア ジ ア の

　　プ ロ テ ス タン ト自由教会の 協調

　 「共 同宣言 」 が 示す よ うな ロ
ー

マ
・カ ト リッ ク教会 とル ター 派教会 の 合意 と協

調が 進 展す る こ とは
， 両教 会 に と っ て

， また そ の 両教会 の 分裂に よ っ て 傷つ い

て い る人 々 に と っ て 大 きな教会史的慶事 と言わなけれ ばな らない 。 従 っ て また

今後 の
一

層 の 進展 が さらに 期待 され る こ とで もあ る 。 しか し他 方 われ わ れ は ，

自らの 教会史的な成立 と経緯 を思 い 起 こ し
，
ア イデ ン テ ィ テ ィ を 自覚す る とき ，

われ われ 自身 はそ こ か らあ る隔た りを持 っ て い るこ とも認識 しな けれ ばな らな
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い で あろ う。 日本の プ ロ テ ス タ ン ト教会 の 大部分は ， 過 去 150年の 問 に 日本伝

道 を通 して こ の 国 と社会 に位置 を獲得 して きた 。 こ の 流れ は ， ル ター か ら カル

ヴァ ン へ
， そ して 17世紀 の ピ ュ

ー リタン 諸派 （長 老派 ， 会衆派 ，
バ プ テ ス ト

派）， さ らに は 18世紀 の メ ソデ ィ ス ト運動 を経 て ， 19世紀 の 信仰復興運 動 に 至

り， そ こ か ら東 北ア ジ ア 諸 国 の プ ロ テ ス タン ト伝 道 に な っ た もの で あ る 。 こ の

流れ を 「福音主 義」 と呼ぶ こ とが で きる 。 宗教改革 とそ の 後の ル タ
ー 派教会 を

「福 音主義」 と言 う狭義の 呼 び 方 とは別 に ， 敬虔主 義や 信仰覚醒運 動 な ど も加 え

た広 義の 「福音主義」， しか も 「自由教会福音主 義」 とい うこ とが で き よ う。 わ

れ わ れ ア ジ ア の プ ロ テ ス タン ト自由教会は 主 とし て そ うし た 「福 音 主義教会」

の 成果 で あ る 。 それ は 単純化 し て 言 えぱ ， 主 とし て 「ア ン グ ロ サ ク ソ ン
・プ ロ

テ ス タン ト自由教 会」 の 歴 史で あ り， そ こ か らの 由来 と し て の 「東北 ア ジ ア の

プ n テ ス タ ン ト自由教 会」 で あ る 。

　 こ の 教 会史 の 流れ は 「宗教 改革か らア ン グ ロ サ ク ソ ン ・プ ロ テ ス タ ン テ ィズ

ム へ
， そ こ か らア ジ ア ・プ m テ ス タ ン テ ィ ズ ム へ 」 とい う流れ で あ っ て

，
こ の

流れ は ， 近 代世界に お け る市民 的 自由， 社会的デ モ ク ラ シ ー
， 自発 的結社に よ

る宗 教 的寛容 ， 教会 と国家の 分離 人 権の 思 想 とい っ た 諸価値や そ の エ
ー

トス

と強い 親和性 や責任 的関連を持 っ て 進展 して きた 。

一
言 で 言 え ば 「プ ロ テ ス タ

ン ト自由教会」 で あ る 。 こ の 「プ ロ テ ス タン ト自由教 会」 は ， 今 日の 「世 界共

通 文明」 の エ ー トス 的基盤 の 重 要な
一

翼 と言 っ て よい 。 こ れ は教会分裂に 近代

の 出発 を見 るバ ネ ン ベ ル ク の 視野 の 中に は 的確 に入 っ て こ ない 教会史の 流れ と

言 うべ きで あ ろ う。
ロ

ー
マ ・カ ト リッ ク教会 もこ の 世 界共 通 文 明 の 的確な エ

ー

トス 的宗教基盤 とは 言い 難い の で は ない か 。 こ の グ ロ
ー バ ル な共 通文 明を 「グ

m 一 バ ル ・ カ ヴ ェ ナ ン ト」
22） と呼ぶ政治学者 もい る 。 しか し 「カ ヴ ェ ナ ン ト」

と呼ぶ に は ， グ ロ
ー バ ル な社会 的デ モ ク ラシ

ー
を さらに 垂 直次元 との 関係 に お

い て 支 え ， そ の 精神的息吹を与え続け る宗教的工
一

トス が 必 要で あろ う。 ア ン

グ ロ サ ク ソン 的プ n テ ス タ ン ト 自由教会 な らびに 東北ア ジ ア の プ ロ テ ス タ ン ト

自由教会 は ， 社会的デ モ ク ラシ ー
， 人権 ， 宗教 的寛容 な どの 世界共 通文 明 とし

て の 「グ ロ
ー バ ル ・カ ヴ ェ ナ ン ト」， 地球 的契約 を 単 な る内在 的世俗 的契約 （コ
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ン トラ ク ト） と して で な く， 垂 直次元 の 宗教性 に根 ざ した 真剣 な契約 （カ ヴ ェ

ナ ン ト） とし て 支 え る ， 道徳 的宗教 的基盤 として 重大 な
一

翼 を担 うと言わ なけ

れ ば ならない 。 東 北 ア ジ ア ， 具 体的に は 日本 ， 韓 国， 台湾 の プ ロ テ ス タ ン ト ・

キ リス ト教 は こ の 意 味で 同一
の ル

ー ツ か ら成立 し た と言 い 得 るの で は ない か 。

こ の こ とを思い 起 こす必 要があ り， そ の 共 通 の 記憶 に よ っ て 連携を 自覚し ， 21

世紀の エ キ ュ メ ニ カル 運動の 中で も ， グ ロ ー バ ル な社会的デ モ ク ラシ ー とい う

共通文 明の 進展 の た め に も ， 自己の 存在 が 持 っ て い る 固有 な 意味 を認識すべ き

で あ る 。 そ の 認 識に立 ちつ つ グ ロ
ー バ ル な エ キ ュ メ ニ ズ ム の 構想 につ い て 再検

討 を加 え るぺ きで あ ろ う。　　 　　　 　　 　　 　　 （こ ん ど う ・か つ ひ ご ）

注

1）　 「共 同宣 言」 の 成立 経過 に つ い て の 叙述に は ， た とえ ば以 下の もの が あ る 。

　 『義認 の 教理 に 関す る共 同宣言』 （ロ
ー

マ ・カ トリッ ク教 会／ル ーテ ル 世界連盟 ，

　 ル
ー

テル ／ カ トリッ ク共 同委員 会訳，教文館，2004 年 ）に収録 され て い る解説

　 「『義認の 教理 に 関す る共 同宣言』を理 解す る た め に」 （徳善義和）， ならび に

　 「『義認 の 教理 に 関す る共 同宣 言』へ の カ ト リッ ク教会の 道」 （高柳 俊
一

）， さら

　 に倉松功 ， 宮崎正 美 ，原 口 尚彰の 三 氏 に よ る 「学内 フ ォ
ー ラ ム 」 （『キ リス ト教

・ 文化 研究所紀要』第 24 号 ， 東北学院大学 ， 2006 年）， 江藤直純 「エ キ ュ メ ニ ズ

　 ム の 大 きな里程標」 （『ル タ
ー

研 究』第 7 巻，ル
ー

テ ル 学院大学 ， 2001 年）な ど e

2） こ う し た 経 過 に つ い て は ， 以 下 に 記 さ れ て い る。Lehrverurteilungen−

　 kirchentrennend？1
，
　herg．　von 　K ．　Lehmann 　und 　W ．　Pannenberg

、
　Freiburg　im　Breisgau！

　 Gdttingen　l986
，
9ff．

3）　 『義 認の 教理 に 関す る共 同宣言 』 （ロ ー マ ・カ ト リ ッ ク教会／ル
ーテ ル 世界連

　 盟 ，
ル ーテ ル ／ ロ ー

マ
・カ ト リ ッ ク共 同委員会訳 ， 教文館 ， 2004 年）47 頁 以

　 下。

4） Gemeinsame 　 Erkltirung　 zur 　 Rechtfenigungslehre
，
　 Frankfurt　 am 　 Main ／Paderborn

　 1999．こ の 邦 語訳は 注 の 1 に 挙 げられて い る 。

5）　Eberhard　JUngel，　das　Evangelium　von 　der　Rechtfbrtigung　des　Gottlosen　als 　Zentrum

　 des　christlichen 　Glaubens
，
　TUbingen　1998

，
　X 】［．V．なお こ れ に つ い て は倉松功 「『義認

　 の 教 理 に 関す る共 同宣言』 とル タ ー
の 義 認論」 （キ リス ト教 文化研 究所紀 要 ，
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　東 北学 院大 学，2006 年，59頁）に言及 され て い る。 また倉松 氏は ，氏な りの 仕

　方で 『共 同宣言』がル ター
の 義認

．
論を尽 くして お らず ， 曖昧に し て い るこ とを

　指摘し て い る 。

6）　　JUngel，　ibid．， 2el．

7）　　JUngel，　ibid．， 177．

8）　 E ，JUngel，　Um 　Gootes　willen 　Klarheit！Kritische　Bemerkungen 　zur 　Verharmlosung

　der　 kriteriologischen　Funktion　des　 Rechtfertigungsartikels−
　aus　 AnlaB　e洫er

　 6kumenischen ＞ Gemeinsamen 　Erkllirung　zur 　Rechtfertigungslehre＜
，
　in； ZThK

，
94

，

　 1997
，
394f£

9）

10）

11）

12）

13）

14）

15）

ZThK ，1997，397．

ZThK
，
1997

，
398．

ibid．
，
398．

Lehrverueteilungen − kirchentr  end ？，178f．

W ．Pannenberg
，
　Kirche　und 　Okumene

，
　G6ningen　2000

，
299．

Ibid．
，
299．

こ の 点 につ い て は拙論 「ヴ ォ ル フ ハ ル ト ・バ ネン ベ ル クに おけ る 『近代成 立

史』の 問題」 （東京神学大学総合研究所紀要 9 号 ， 2006 年 ， 25 頁以
．
ド）を参照 。

16）

17）

18）

19）

20）

21）

22）

Pannenberg
，
　Kirche　und 　O   mene

，
289．

Ibid．
，
296．

Ibid．，297．

Ibid．
，
301．

Ibid．
，
297，

Ibid．
，
298，

David　Held，　Global　Covenant．　Thc　SQcial　Democratic　Altemative　to　the　Washing一

ton　Consenslls
，
　Cambridge　2004。
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