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1． 国 際ボラ ンテ ィ ア 学会設 立 に寄せ て

　 国際ボ ラ ン テ ィ ア学会初代会長の 隅谷 ；z喜男先 生が 2003 年 2月 22 日 、 突然

の よ うに 天 に 召 され ま した 。

　 隅谷 先 生は 、国際ポ ラン テ ィ ア 学会 に特別な ご関心 と 情熱 をお 寄せ くだ さ

り、学会の 創立 の 段階か ら今 日まで 5年 間に わ た っ て 会長 と して の 重 責を担

われ ま した 。 本学会の 発展の た た め に 、お忙 しい 中を熱心 に ご指導下 さ い ま

した こ と に 心 よ り感謝 申し上げ ます 。 木学会 に対す る 隅谷先生 の 期待 の 言 葉

は 「21世紀 の 国 際社会 とボ ラ ンテ ィ ア 」 （「ボ ラ ン テ ィ ア 学研 究 」 創刊 号）に

掲載 され て い ます。これ は 本学 会の 設 立 記念 講演 と して 述べ られ た もの で す

が 、 この 度読み 直 してみて 、 先生の 高 い ご見 識 には改 めて 多 く の こ と を教 え

られ、励 まさ れ る思 い が い た します。家庭崩壊や 地 域 共 同体崩壊の 著 し い 咋

今の 現 実 を前 に して 、先 生は こ の 国の 将来 に 非常 な危機感 を持 っ て お られ ま

した 。 しか し、阪神淡路 大震災 を機 に 沸 くよ うに 起 こ っ た 力強い ボ ラ ンテ ィ

ア 活 動 に心 を動か され、こ の 国 の 将來に 少 なか らず希望 を見出 し て い た よ う

で す 。 記念講演の 中で次 の よ うに 語 っ て お られ ます 。

　 「そ の よ うな意 味で 隣 人 の 発見 とい う こ とが 非 常に 重要で す が、そ う した 意

味 で 私 は こ の 数年、日本 の 社会に また 新 しい 可能性が 出て き た の で は な い か

と思 う こ とは 、ボ ラ ン テ ィ ア が あ ります 。 こ の 学会 も、 この 大阪の 地 で 開催

され ま した 。 大阪 とい うか 、関西 の 人 が圧倒 的 に 多数 で す。な ぜ 関西 に そ の

よ うな ボ ラ ン テ ィ ア の 組織 とい う もの が出て きたか とい う と、
一

つ はや は り

大震 災だ と思 うの で す 。 そ こ で 非常 に悲惨な 人 々 の 姿 と い う もの を 見た時 に、

私 た ちの 人 間 の 存在 と して の 根底 に ある、人 と して の あ り方、 私とあな た 、 と

い う関係 をそ こ で も う一度 見さ せ られ た 。 とい い ますか 、 見 る に見 かね る 、と

い うと こ ろ にや は り我 々 人間存在 と して の 根底 的な意味が あ る と思 うの です。

そ れ で そ の 人達 を 見た 時に 〜 『あ あ、こ れ はなん とか して あげな けれ ばな らな

い 』 とい う こ とで 、ボラ ン テ ィ ア 運動 と い う もの が、 関西 を 中心 と して 非常

に 発展 し ま した u こ れ は 、 日本の 社会の 大 きな変化で す 。 」

次 に本学会 へ の 期待 と して 次 の よ うに 述べ て お られ ま す 。

「ボラ ン テ ィ ア の 組織 が 欠落 して い る 、 ある い は 欠落 して い た 、 とい う こ と
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が 、 日本の 社会 に い え ます 。 日本社会全体が そ うで す が、ボ ラ ン テ ィ ア 組織

とい う もの が 非常 に 弱体 で す 。 で すか ら 、 こ の よ う な学 会 を持つ こ とに よ っ

て 、お 互 い に い ろ い ろ な情報を 交換 して 、そ う した い ろ い ろな 問題 、そ れ は

外国 人 ばか りで は な く、国 内で もい ろ い ろな 問題を 持 っ た 入 々 に 対す る ボ ラ

ン テ ィ ア の 組 織 を作 っ て い く こ とが 可能 にな る と思 い ます。」

2 ． 生 い 立 ち、 信仰 、 学問

　隅谷 三喜 男先 生 の こ生涯 を 知 る 手が か りは 、 自伝 「激動の 時代を 生き て」

（2000年岩波書店）と蛯名賢造が 著 した 伝記 「隅 谷三 喜男」 （1998年 西 田書店）

が あ り ます 。 こ こ で は、自伝 を参 考 に、先生 の こ 生涯 の 概略 を紹介 させ て い た

だ き ます。

　隅 谷 先 生 は 豆916年 （大止 5年）8月 に、キ リ ス ト者 の ご両 親の 間 に 生 まれ 、

幼 い 時か ら信仰的な 薫陶を受け て い ます 。

一
家 は 東京麻布 に あ っ た ス ラ ム 街

に 住ん で い ま した 。 とい うの は 父親 がス ラ ム 街 の 子供の た め に 夜学校 を開 い

て い た か らで す 。 （も っ と も 先生が 生まれ た 当時 は、夜学校は 廃校 して 勤め 人

だ っ た との こ と）隅谷先生の ヒ ュ
ー

マ ニ ス トと して の 素地 は 父親譲 りだ っ た

と い え ます 。 そ の 後
一

家 は、 千葉県 の 南房総 に 移 り住み ま した が 、 こ こ で

1923年 （大正 13年）の 関 東大震 災 に 遭遇 し、再 び東 京の ス ラ ム 街 に 戻 ります 。

　 「私が 人 生 の 大激動 を体験 した の は 、小学校 1年の と きの く関東大震災〉で

あ っ た。天 地 をひ っ く り返す大地震で わ が 家は 倒壊 し、焼 失 して しま っ た。そ

れ は 自然現象 とそ れ に 付随 した 出来事で あ っ た が 、 私 の 生活 も
一

変 した 。」

（「激 動 の 時代 を生 きて 」）

　
一 家は 再び東京 に 戻 り、ス ラ ム 街で 生活 す るよ うにな りま した 。 多感な 少

年は 、 ス ラ ム街 と い う底辺 で 生き る貧 しい 入 々 と身近 か に 接 しな が ら 、 人権 、

社会正 義 とい う問題意識 に 目覚 め て い っ た の で す。ス ラム で の 経験 に キ リス

ト教の 学びが 重 な り、こ れ が 先生 の 思 想と信仰 の 骨格 を 形作 っ て い き ま した 。

「私は 小 学校 の と きか らか な り忠 実に 教会 の 日曜学校に通 っ た。中学 に人 っ て

か らは 熱心な 教師 に出会 っ た こ と、さ らには 同志社大学の 神学校 を出立て の

若 い 情熱 を も っ た 伝道 師 に可愛 が られた こ とな どもあ っ て 、よ く教会 に 出入

り し、 中学 4年 （今 日の 高校 1年） の ク リス マ ス に洗礼を 受 けて キ リス ト教

徒 とな っ た 。 」 （前掲書）

　あ る 雑誌に この とき の 心境 を 次 の よ う に 書 き綴 っ て い ます。

　「彼 （筆者注 ・キ リス ト）が 示 した よ うに 、 どん な こ とが あろ う と 、 十字架

か ら顔 をそむ け る こ と の な い 勇 気 を、私 に 与 え て くだ さい ！そ して 、愛す る
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祖国 の 危 機 に 際 して は 重 い 十字架 を 背負 う こ との で き る 者 に して 下 さ い 。 」

（前掲書）

　先生は 初志 を貫 徹 し、 こ の 決意 そ の も の の 生 涯 を 送 られ た の で は な い で

しょ うか 。即 ち 、キ リス トに 教え られ た 「隣 人愛」 の 信仰を堅 持 し、

「
社会止

義」 に裏打ち され た 「共 生」 の 実現 に向けて 生涯 を 歩 ま れ た の で す。

　思 うに 「社会正 義」 とい うテ
ー

マ を学 問 的 に 構 き 上 げて い っ た の が 、そ の

後 の 旧制一高、 東 大に お ける 学び で した 。

　 IH制一
高時代、先生は 基督 教青年会 （YMCA ）に 入会 し、 さ らにキ リス ト

教信仰 を深め ま した 。 当時 、 日本 の キ リス ト教界 に影響 を 与え て い た 弁証法

神学 の 雄 カー ル ・バ ル トや エ ミール ・ブル ン ナ
ー

の 神学書 に 親 しみ ま した 。 先

生の キ リス ト教信 仰は 正 統 主義 （オ
ー

ソ ドッ クス ） で す が 、 こ れ は カ ー ル ・

バ ル トの 影響に よ る もの だ と言われ て い ます 。 カー ル ・バ ル トはナ チ ズム に

激 し く抵 抗 した実践的な 神学 者で したの で 、隅谷先生は 政治 、 社会問題 へ の

取 り組 み につ い て も少 なか らず影 響 を受 け て い る もの と思わ れ ま す 。

　ま た 、1日制一 高時 代 、二 谷隆 正 教授か ら大きな 薫陶 を受 けて い ます 。 特 に 、

「白分の 頭で 思考す る訓 練亅 「他 人 を押 し退けて 就職す るな」 と い う こ と を 教

え られ た とい うこ とで す 。

　大学 で 経 済学 を学びた い と決意 し た理 由に つ い て は こ の よ うに 書 い て お ら

れ ます 。

　 「私 は 時代の 大きな 流れ の 中 で 、歴 史を動か して い る の は何 か を知 りた い と

思 っ て い た 。 ヨ
ー ロ ッ パ 中世の 歴 史 を 見れば 、それ を 動 か し て い た の は キ リ

ス ト教 で はな い か と考え た が 、 近 世以 降 は経済が最大 の 影響力を も っ て い る

よ う に思 わ れ た 。 」 （前掲 書）

　先生 は、経済学を学ぶ 過程で マ ル ク ス 経済学 に 出会 い 、 資本主 義の 持つ さ

ま ざまな問 題点 に 目覚め 、社会正 義 観 を い っ そ う強固 な もの と し ま した 。
マ

ル ク ス 主義者 とな る こ とはなか っ たが 、 卒業の 前年、治安維持法 に よ り警 察

に 逮捕 され 80 余 囗拘留 され た の で す 。 そ の 結 果、 内地 （日本国内）で 社会

事業か 労働関係の 職業に 携わ りた い とい う望み が果たせ な くな り止むな く満

州 （中国東北地方）の 鞍山に あ る 日本資 本の 製鉄所に 就 職 す る こ と に な り ま

した 。 こ の 製鉄所 に は 中国 人従業 員が 4 、5 万 人 働 い て い ま した 。 こ うして 、

先生 は 「社会の 底辺 に 入る べ きで は な い か 」 との ご 自身の 考え を実 践 に移 し、

中 国 人 従業員の た め に一
生懸 命に 尽 くさ れ ま した 。当時、昭和製鉄所 に 働 い

て い た 日本 人の
一

人に 栗 田 茂がお りま した 。 彼は五 味川 純平 とい うペ ン ネー

ム で 「人間 の 条件」 とい うベ ス トセ ラ ー を 書 き Eげ ま した 。 主 人 公の モ デル
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とな っ た の が若 き日の 隅谷 先生だっ た、 と い わ れ て い ます 。

　 しか し、 中国 人従業員の た め の 働 き に も大きな 限 界 が あ っ た の で す。

　先生 の 教え 子で もあ り、国 際ボラ ン テ ィ ア学 会の 会 員で もあ る 徳久俊彦氏

は 「経友」 （東京大学 経友 会刊行 156号）の 中で 「隅 谷三 喜男先生 を偲 ぶ
一ゼ

ミ 生 の
一

人 と して 一
」 と題す る追 悼文の 中で 次の よ う に 述べ て い ます 。

　「そ こ で 中国人労働者の た め に 力を尽 くされ る が 、結局は 『日本帝国 主義の

枠 の 中』で 働 い た に過 ぎな い と考え 、『こ れ を社会科 学的視点か ら考 え直 さね

ば な らな い 、また 信仰の 面で も神学的 に整理 して みね ばな る まい 』 と考 えた

と記 して お られ る 。 こ れ がそ の 後の 先生の 歩み の 原点 と な っ た 。 ］

3． 多面的な ご活躍

　 戦後 の 隅谷 先 生 の ご活躍は 大学 内に と ど ま らず、社会、政治 、国 際及 びキ

リス ト教界 と ま こ とに広 い 分野に 及び ま した 。 多領域 に 及ぶ 先生の 働 きの 全

容 を紹介す る こ とは私 に は到底 無理 で す 。 幸い 、徳久氏 が 上 手 に 要約 して お

られ ま すの で 、 先の 追 悼 文 の
一

部 を 引用 させ て い ただ き ます 。

　［1946 年 9 月帰国、東大経済学部 に復 帰されて か らの 東大 にお け る ご活躍、

特 に 『社会 政策』 か ら 『労働経済学』 へ の 展 開、経済学 部一
致 へ の 努 力、大

学紛争で の ご苦労、そ して定年退官後 の 信州大学 、 東京 女子大 、 日本労働協

会 、 国 鉄 監査委 員 、 先 生の 代 名詞 と もな っ た 『成 田 シ ンポ ジ ュ ウ ム 』、社会保

障制度審議会 を始め とす る政府関 係の 委員、通 商産 業政 策史編纂、キ リス ト

教教育基金、恵泉女学園、 ラス キン 文庫等々 に お け る お働 き に つ い て は 、 多

くの 方々 が ご存知 の とお りで あ る。」

　ま た 、 キ リス ト教界 にお け る 功績 に つ い て 同氏は こ う記 して い ます。

　「さて 先生は 先に 述べ た よ うな信 仰 と学 問の 問題 を抱 え、満州 時代 に も毎朝

ドイ ツ 語の 勉強 を 兼ね て バ ル ト等の 神学 を 読んで お られ たが 、1949年 、日本

YMCA の 指導者 と して 登場 され る 。 そ の 第一 声 と言 うべ き 『日本 にお けるキ

リス ト者 とマ ル キ シ ズム 』 が 1949年 9 月号の 日本 YMCA 同盟発行 『開拓者』

に 掲載 され て い る 。 そ こ で は 『絶対的な福音』 と相対 的な 『世界観』 と して

の マ ル キ シ ズム とを 、 常 に 『相 対 化』 に 陥 ろ う とす る現 実 の 中で 如 何 に統
一

的 に捉 え る か が 語 られ 、 さ ら に は 当時の 東欧 に お け る 『人 間疎外』 の 問題 が

取 り上げ られ て い る 。 （略）そ の よ うな 中で 49 年秋か ら 『七 一 雑報』 な どの

資料 を整 理 し、『50年 2 〜 3月に
一…

気 に書 き上 げ』 ll月 『近代 口本の 形成 とキ

リス ト教』 （新教 出版 社）を出され る。こ の 本 は 『確固た る 信 仰に よ る統
一

を

欠 い て 』 お り 『社会の 激動 に 対 処すべ き方途を知 らな い 』 日本の 教会の た め

に 過去 の客 観的分析 を な し、社会的実践の た め の 戦略図 を 描 く準備作業 と し
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て 、さ ら に は 信仰の 歴 史を科学 的 に探求す る こ とに よ っ て 『信仰 と学 問』『信

仰 と理 性』の 問題に 止 面か ら取 り組み 、日本 に お け る キ リス ト教の 歴 史を 『キ

リス ト教会の 歴 史』と して 『社 会思 想 史的 に構成 しよ う と試み た 』も の で あ っ

た 。 」

　先生の 国際的な働 き に つ い て も触れ な い わ け には い き ませ ん 。 先生は 1951

年 間 末 に バ ン ドン で 開催 され た 世 界キ リス ト教学生連盟 （WSCF ）に 出席 し 、

多 くの 優れ た ア ジア の 大学教師 に 出会 う こ と に よ っ て ア ジア へ の 関心 を深 め

ま した 。こ れ を 機に 新た な研 究 に取 り組 ま れ、そ の 成果 は 「韓国 の 経済」 （岩

波新書　1979年） 1台湾の 経済」 （共 著、 東大出版会 1992 年） と して ま とめ ら

れ ま した 。 こ の 他 、 北京大学へ の 経済学 書 1万 冊 の 寄贈、 中国留学生へ の 援

助、北朝鮮 へ の 援助 に も奔 走 され ま した 。 ア ジ ア諸国 へ の 関心の 高 さ と関わ り

につ い て徳久氏は 「先生 の 問題意識の 基定 に は 、 先 に述 べ た 『第 2次大戦中の

日本人 と して の 責任』 が あ る こ とは言 う まで もな い 」 と 書い て い ます 。

　先生 とア ジア 諸国 の 人 々 との 交流の
一端 を示す もの と して 韓国人 学 者 ・池

明観氏 との 友情が 挙げ られ ます 。池明 観氏 は 、か つ て 「世界」 に 1
「
韓国 か ら

の 通信 1 と題 して 韓国に おける 民主 化運 動 の様子 を連載 し 、 大 きな話題を 呼

び ま した 。 当時 は実 名を伏せ 、 「T ・K 生 」 の ペ ン ネー ム で 連載 を続 けて い ま

した が 、陰で 多 くの 日本 人 が池明観先牛 を支援 して い ま した 。 隅谷先生 も支

援 者の
一
人で あっ た こ とが 、こ の ほ ど 「IU：界」9 月 号で 池 明観氏 に よ っ て 明 ら

か にされ ま した 。

　先 生 を語る に は 「成 田 シ ン ポ ジ ウム 」「成 川 空港 円 卓会議」 で の 名 ま とめ 役

（座長 ）と して の 働 き を忘れ る わ け に は い き ませ ん。最 も困難な 空港問題 の 解

決 に あ た り 、 運 輸省 と地 元 農 民 の 双 方か ら 「こ の 人な らば 」 と信頼 を寄せ ら

れ た の は、まさ に 、 先生の 高潔な お 人柄 と社会正 義感 、 優 れ た学識経験が あ っ

て の こ とだ っ た で しょ う。空港問 題 の 解 決 に向 けて 構築 さ れ た 「共生 の 考 え

ノ∫1 は 後 々 に まで 高 く評価 され て よい はず で す 。

　先 生は、少 子 ・高齢化 が急速 に進ん で い る わ が 国 の 社会保障制度 に あ り方

に つ い て も関心 をお 持ち で した 。 王991年 に 「社会保 障 制度 審議 会」 が 設 け ら

れ ま した 。 先 生 は、本審議会の 委 員長 に 就任 され 、1995年 7 月 、 時の 内閣総理

大臣 ・村 山富市宛 に 「社会保障体制の 再構築 （勧告）」 を提 出して い ます 。 そ

の 勧告書 の コ ピ ー
を本学 会常任埋 事の 山 口 徹氏 よ り送 っ て い ただ きま した が、

21世紀 に向か っ て 日本の 社会保 障 はい か に あ る べ きか につ い て 示唆 に富ん だ

勧告書で し た。 勧告書は 、 21 世紀に向けて 「国 民が 立場の 違 い を超え て 助 け
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合う とい う社会連帯の 精神」 を強 く訴え、か っ 、 「負担の 増大に耐える合理 的

で 効率的な制度」 を設計す る こ と の 必要性を 説い て い ま した 。 1995年 里月 に阪

神淡路大 震災が起 こ っ たの を機にボ ラ ンテ ィ ア活 動や 社会保障の 機運が 高ま っ

た こ とを考え る と歴 史的意 味 合い の 色濃い 優れ た勧告で あ っ た と い え ます 。

　晩年 の 先生 は イギ リス 経済思想史 とキ リシ タ ン 史の 研 究 を ま とめ 上 げよ う

と考え て お られ ま した 。1998年秋、大阪大学で 国 際ボ ラ ン テ ィ ア学会設立総

会が 開かれ ま した。私は幸 運 に も東京〜 大阪間 を新幹線で 先生の お供 を い た

し ま した 。 行 き帰 りの 車 中で 、先生 の 来 し方や 国際的な ご活 躍の 様子 な どを

た っ ぷ り とお 聴 きす る 機会 を 与え られ ま した 。そ の 折、先 生は キ リシ タ ン 史

研究 につ い て の 抱負を語 っ て くれ ま した。研究の 成功を ま とめ る 時間がな く、

天 国 へ 旅立 っ て しまわ れ た こ とは、 い ま とな っ て は残念で な りませ ん 。

4 ． 国際ボラ ン テ ィ ア 学会 へ の 思 い と課題

　1995年 5 月、戦後 50 年 を記念 して 東京 YMCA で 開催 され た特別 講演会 に

お い て 、 隅 谷 先 生 は次 の よ うに 語 っ て お られ ます 。

「社会的 に見 る と 、 戦後 の
一

つ の 大き な思 想の 流れ として 、 個 人化 とい うもの

が進み ま し た 。 （略）しか し 、そ れ な らば
一

人 ひ と りが 個性 化 して 徹底 して 個

人 の権利 だ けを主 張 したな らば、社会は ど うな るで し ょ うか 。 それ は 社会 の

崩壊で す 。 これ は ま さ に終 末の 事態で す 。 個人個 人が 勝手な こ とを言 うの で

す か ら。 社会的 な連帯 と い うの は な くな りま す。で す か らそ れ に対 し個 の 連

帯 、 連携 とい う もの を どの よ うにつ くる か とい う こ とが 、 今日間 われ て い る

非常 に 大き な 問題で す 。

　私た ち は そ の か す か な光 を阪 神大 震 災の 中で 見た と 思 うの で す 。そ れ は今

ま で どこ に そ うい うエ ネル ギー
が あ っ た かわ か らな い ほ ど、ボ ラ ン テ ィ アた

ち が大 勢阪 神に 集 ま っ た こ とで す。i （「日本 は何を した か 、 しなか っ たか 」 日

本基督教団出版 局 1996）

　こ う お っ しゃ っ て 先 生 は阪神 淡路 大震 災を契機 と して 起 こ っ た ボ ラ ンテ ィ

ア 活動 に期待を い だ い て お られ ま した 。

　「国際ボ ラ ン テ ィア学会 i を設立す る に 際 し、 どな た に初代会長の 重責 を

担 っ て い た だ い た らよ い の だろ うか が 話題にな っ た 折 、発 起人た ち が異 口 同

音 に挙げた 候補者が隅 谷三 喜男先生で した。愛弟子 の 徳久俊彦氏 を介 して お

願 い した と こ ろ 、 ご快諾 い ただ けた の は何 よ りの 喜びで した 。具体 的な打 ち

合わせ に た め に 、JR有楽 町駅 前 の 「交通 会館」 の 事務所 をお尋ね した 折、先

生 は 私 に 新し く生 まれ る 学会 へ の 期待 と課題 と に つ い て 率直に お話下 さい ま
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した 。 本 学 会へ の 期 待 を設 立 総会 の 折 の 記 念 講演 で 次 の よ う に 語 っ て お られ

ます 。 少 し古い こ と にな りますの で 、皆さ ん の 記憶を呼び起 こ すた め に 書 き

記 して み ま し ょ う 。

　 「二 つ の 問題が ある と い っ た
一

つ 、 つ ま りボ ラン テ ィ アの 組織が なか っ た 。

受 け止め る 組織 が非常 に弱体だ と い う こ とが 問題だ とい い ま した が 、 も う
一

つ の 問題 は 、そ れ に対す る 理論 と い う も の がな い と い うこ とで す 。
『ボ ラン タ

リズム に 理 論な んか い らん じゃ な い か 』 と考 え られ る 方 もお る か も しれ ませ

ん 。 けれ ども 、 や ま り こ の よ うな もの を全 国 的な 組織 な りな ん な りと し持 っ

て 、そ れ を推進 して い こ う と 思 え ば、そ の 考え方 を整理 しな ければな らな い 。

どの よ うな 問題 に直面す る か 、そ の よ うな こ と をや は りき ちん と整理 しな が

ら、 日本にお け る ボ ラ ン タ リズム の 立つ 基盤、そ の 組織の 形 とか、活動の あ

り方 を考 え る 必 要が あ ります 。」 （「ボ ラ ン テ ィ ア 学研究1 創刊号）

　先生 は ボ ラ ン テ ィ ア 運動 を進め て い く組織 作 り と こ れ を推進 、発展 させ て

い くた め の 理 論の 構築の 必要性 に加 え 、学 会が 国 際的な視野 と問題 意 識 とを

し っ か り持つ こ とを大き な課題 と して 、 私たちに提 示 して お られ ます 。

　先生は 「人生 の 座標軸」 とい う こ と を、常々 、 口 に して お られ ま した 。 人

生 に は 水 平 軸 と垂 直軸の 二 つ が あ ります 。 二 つ の うち 、 先 生は垂 直軸の 大 切

さ を説 い て お られ ま した。

　 「宗教的世界な どで は、しば しば 〈永遠〉 とい う こ とが 説か れる 。 永遠 とは

何 か 。 時 間 を どれ ほ ど延長 して も〈永遠〉で はな い 。 永遠 とは時間 とは 異質

の 世 界で あ る 。 私は 単純 化 して い えば 、 時 間の 世 界 を水平な 軸、永遠 にか か

わ る 世界 を 垂 直な軸 と見、この
一
つ の 世界 で く生〉 を考え るべ きで はな い か 、

と考 える よ うに な っ た 。 私は こ れ を座 標軸 と呼ぶ 。i （「激動の 時代を 生きて 」）

　先生は 水 平軸 と垂直軸を 生き られ た方で した D む しろ、 し っ か り した垂 直

軸 を持 っ て お られ た が 故に 水平軸 を も確か の もの と して 生 き られ た の で は な

い で しょ うか 。

　東京女子大 学で 行わ れ た 隅 谷三 喜男 先生の ご葬儀に は 、 私 は 「国 際ボ ラ ン

テ ィ ア学 会」 の 関係 者 と して 参列 い た し ま した。そ の 折、神様 か ら与え られ

た 生命 を 他の た め 人 の た め に捧げ尽 くした先 生の こ 生涯 に、改めて 深 い 感銘

を覚 え ま した。

　隅谷 先生、長 い 問、ご指 導 をあ りが と う ご ざ い ま した 。「国 際ボラ ン テ ィ ア

学会」 に 寄せ られ た 先生の ご期待 に応 えて 、わ た した ち は 本学 会の 発展 の た

め に 尽 くし ます 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （常任 理事）
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（な お 、 隅谷先 生 の 著作が 2003年 4 月か ら

書店 か ら刊行 され て い ます 。 ）

「隅谷三 喜男著作集」 と して 岩波
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