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井 上 神 父 の 言 葉 に 出 会 う （ ４ １ ）  

 

〇  ア ッ バ 神 学 と パ ウ ロ 主 義  

 

そ こ で 私 は 、『 新 約 聖 書 』を 構 成 し て い る 書 物 を 、す べ て 賛 成 で あ れ 、

懐 疑 的 で あ れ 、 と も か く パ ウ ロ の 立 場 を 中 心 課 題 と し て 理 解 し て い こ

う と す る サ ン ド メ ル の 視 座 を 自 分 の も の と す る こ と に よ っ て 、初 め て 、

着 地 で き ず に と め ど な い 飛 行 を く り 返 さ ざ る を え な い よ う に 追 い つ め

ら れ て い た パ イ ロ ッ ト の 焦 り と 悩 み の よ う な 心 情 か ら 脱 け で て 、 地 上

着 陸 を 決 断 し え た と い う わ け だ っ た の で あ る 。（ 井 上 洋 治 「 風 」 第 八 〇

号 、 一 四 頁 。 著 作 選 集 ５ 、 八 一 頁 所 収 ）  

 

本 稿 第 三 部 ＝ 新 刊 『「 南 無 ア ッ バ 」 へ の 道 』 で は 、『 ル カ に よ る 福 音

書 』 一 八 章 の ＜ 「 フ ァ リ サ イ 派 の 人 と 徴 税 人 」 の た と え ＞ を 巡 っ て 、

井 上 神 父 の 神 学 — — 「 ア ッ バ 神 学 」 の 特 徴 を 見 て き ま し た 。  

そ の 最 終 章 で は 、井 上 神 父 が サ ン ド メ ル の『 天 才 パ ウ ロ 』（ The Gen ius  

Of  Pau l） か ら 「 目 か ら う ろ こ 」 の 体 験 を し 、 そ れ 以 来 、「 パ ウ ロ の 立

場 を 中 心 課 題 と し て 」 新 約 聖 書 を 読 む 、 と い う 視 点 が 与 え ら れ て 書 い

た 、 と い う 『 キ リ ス ト を 運 ん だ 男 』 を 取 り 上 げ ま し た 。 こ の サ ン ド メ

ル — — パ ウ ロ と の 出 会 い が 、「 風 の 家 」 設 立 へ の 推 進 力 に な っ た の で し

た 。  

わ た し は 連 載 原 稿 を き っ か け に 、 ま ず 日 本 語 訳 と し て 出 て い る サ ン

ド メ ル の 『 ユ ダ ヤ 人 か ら 見 た 新 約 聖 書 』 を 、 続 い て イ ン タ ー ネ ッ ト で

ア メ リ カ の 書 店 か ら 当 の 『 天 才 パ ウ ロ 』 の 復 刻 版 を 手 に 入 れ て 読 み ま

し た 。 こ れ ら を 読 み 進 ん で い く う ち に 、 わ た し 自 身 も パ ウ ロ の 思 想 に

あ ら た め て 興 味 が 湧 い て き ま し た 。  

パ ウ ロ 思 想 は さ ま ざ ま な 要 素 や 方 向 性 を 持 っ て お り 多 面 的 で す 。 と

き に は 真 性 パ ウ ロ 文 書 と 考 え ら れ て い る 七 つ の 手 紙 の 間 で も 、 一 見 矛

盾 す る よ う な 思 想 が 見 出 さ れ ま す 。  

わ た し は 、 二 〇 一 二 年 八 月 、 三 鷹 の お 部 屋 に お じ ゃ ま し て 、 直 接 井
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上 神 父 と 話 し た と き 、「 『 パ ウ ロ を 中 心 課 題 と す る 』 と い う の は 、 具 体

的 に パ ウ ロ の ど う い う 思 想 を 指 し て お っ し ゃ っ て い る の で す か 」 と 聞

い た も の で す 。 そ の と き 神 父 は 、「 こ れ 」 と 一 つ に 限 定 す る こ と は し ま

せ ん で し た 。  

し か し わ た し と し て は 、い わ ゆ る パ ウ ロ 主 義（ pau l in i sm）の 中 心 は 、

何 と い っ て も 彼 の 「 信 仰 義 認 論 」 に あ る 、 と 思 っ て い ま し た の で 、 そ

の 方 向 で ル タ ー の 『 キ リ ス ト 者 の 自 由 』 な ど も 読 み 返 し た わ け で す 。  

 

〇  青 野 神 学 と の 出 会 い  

 

そ う し た 営 み の な か で 最 も 大 き な 恵 み だ っ た の は 、 パ ウ ロ の 「 十 字

架 の 神 学 」 の 研 究 で 知 ら れ る 青 野 太 潮 氏 の 論 説 と の 出 会 い で し た 。 わ

た し は 氏 に よ る パ ウ ロ の 「 信 仰 義 認 論 」 の 解 説 に よ っ て 、 ア ッ バ 神 学

へ の 理 解 を 、 よ り 深 め る こ と が で き た よ う に 思 い ま す 。  

<と く に 『 ロ ー マ の 信 徒 へ の 手 紙 』 四 章 五 節 を 中 心 に パ ウ ロ の 「 信 仰

義 認 論 」 を 語 る 青 野 氏 の 考 え は 、 ア ッ バ 神 学 を 補 強 し て く れ る も の の

よ う に 思 い ま す 。 と い う の は 、 右 に 述 べ た 意 味 で の 「 信 仰 義 認 論 」 —

— 「 人 を ダ メ に し て し ま う か も し れ な い 可 能 性 を 持 つ 程 に 無 条 件 で 徹

底 的 な 神 の ゆ る し 」（ 『「 十 字 架 の 神 学 」 の 成 立 』 三 六 四 頁 他 ）、「 し か

り 」 を 与 え る 神 を 信 じ る と い う こ と は 、 ま さ に 「 ア ッ バ 」 と 呼 ば れ る

に ふ さ わ し い 母 性 原 理
、 、 、 、

の 神
、 、

に 信 頼 す る こ と だ か ら で す 。 >（『「 南 無 ア ッ

バ 」 へ の 道 』 三 一 四 頁 ）  

わ た し は こ の よ う に 書 い た の で す が 、 青 野 神 学 と 井 上 神 学 は 母 性 原
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

理 で つ な が る
、 、 、 、 、 、

、 と い う 自 分 の 解 釈 が 正 し い か ど う か 、 や は り ど う し て

も 確 か め た く な り 、 実 は 次 の よ う な メ ー ル を 青 野 氏 本 人 に 直 接 送 ら せ

て い た だ い た の で す 。 抜 粋 し ま す 。  

<青 野 太 潮 先 生 、  

････青 野 先 生 の 『 ど う 読 む か 、 聖 書 』（ 朝 日 選 書 、 一 九 九 四 年 ） を は

じ め て 読 ん だ と き は 、 自 分 な り に 考 え て 正 直 ピ ン と こ な い 部 分 も あ っ

た の で す が 、 贖 罪 論 一 辺 倒 の キ リ ス ト 教 に 抵 抗 を 感 じ て い た の で 、 こ
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う い う 捉 え 方 も あ る の か と 、 大 き な 励 ま し を 受 け ま し た 。  

そ れ か ら ず い ぶ ん 時 が 経 ち 、た ま た ま 、先 生 の 近 著『「 十 字 架 の 神 学 」

を め ぐ っ て 』（ 新 教 新 書 、 二 〇 一 一 年 ） を 読 む 機 会 が あ り 、「 こ れ は ！ 」

と 改 め て 感 心 し た 次 第 で す 。  

と く に 感 銘 を 受 け た の は 、 東 日 本 大 震 災 に ま つ わ る 神 義 論 へ の 青 野

先 生 の 切 り 口 に つ い て で し た 。 先 生 の 「 人 間 （ 信 者 ） の 生 は 、 十 字 架

に つ け ら れ し ま ま な る キ リ ス ト に 倣 う も の 」 と の 解 釈 に 大 い に 触 発 さ

れ た の で し た 。  

････  

な に よ り お 礼 を 申 し 上 げ た い こ と は 、 青 野 神 学 に 接 し た こ と で 、 わ

た し に と っ て 、 井 上 神 学 （ わ た し は 「 ア ッ バ 神 学 」 と 呼 ん で い ま す ）

の 理 解 が 、 自 分 な り に 、 よ り 深 ま っ た と い う こ と で す 。  

････  

青 野 神 学 の 取 り 上 げ 方 も 、 ま っ た く 我 田 引 水 だ と は 思 い ま す が 、 こ

こ ま で 学 ん だ こ と か ら 一 つ 見 え て き た の は 、「 イ エ ス の 福 音 も 、 そ し て

パ ウ ロ の 信 仰 義 認 論 も 母 性 原 理 に も と づ く 」 と い う こ と で す 。  

青 野 先 生 が 丁 寧 に 論 じ ら れ て い る パ ウ ロ の 「 十 字 架 の 神 学 」 に お け

る 「 信 仰 義 認 論 」 は 、 井 上 神 父 （ や 遠 藤 周 作 ） が 主 張 す る 、「 日 本 人 に

は 母 性 原 理 の 強 い 宗 教 が 受 け 入 れ や す い 」 － － 母 性 原 理 の イ エ ス の 福

音 と い う こ と と 大 い に 響 き 合 う 、 と 思 っ た の で す 。  

井 上 神 父 の 主 張 の 根 本 に は 、 神 は 厳 父 の よ う に 裁 く 方 で は な く 、 ど

こ ま で も 赦 す 「 ア ッ バ と 呼 べ る 母 性 原 理 に 基 づ く 神 」 で あ る 、 と い う

こ と が あ り ま す 。 そ し て 日 本 人 に は そ の よ う な キ リ ス ト 教 こ そ 受 け 入

れ や す い も の な の だ 、 と 主 張 し て い ま す 。  

青 野 先 生 は 「 母 性 － 父 性 」 と い う 軸 で は あ ま り 語 ら れ て は い な い と

思 い ま す が 、「 無 条 件 ・ 無 制 限 の ゆ る し 」 を イ エ ス や パ ウ ロ の 発 見 し た

神 の 本 質 と 見 る 点 で 、 大 い に 井 上 神 学 と 通 じ る 所 が あ る と 思 っ た の で

す 。  

こ う し た 解 釈 は 、 我 田 引 水 か も し れ ま せ ん し 、 青 野 － 井 上 で も ち ろ

ん 異 な る 点 も 多 い こ と は 知 っ て い ま す が 、 私 と し て は 、 井 上 神 学 に 接
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し た 時 と 同 じ く ら い 青 野 神 学 と の 出 会 い が 喜 ば し い も の と な っ て い ま

す 。  

････  

平 田 栄 一 拝 >（ 二 〇 一 三 年 十 二 月 二 十 九 日 ）  

 

〇  母 性 的 福 音 理 解  

 

し ば ら く し て 、 青 野 氏 か ら は 、 次 の よ う な 返 信 メ ー ル を い た だ き ま

し た 。 本 稿 へ の 転 載 の 許 可 を 頂 き ま し た の で 、 抜 粋 引 用 し ま す 。  

<平 田 栄 一 さ ま 、  

メ ー ル 、 大 変 嬉 し く 拝 読 さ せ て い た だ き ま し た 。  

た し か に 仰 る と お り 私 は 「 母 性 ー 父 性 」 と い う 軸 で は 議 論 を し て き

ま せ ん で し た が 、 内 容 的 に は 「 母 性 的 」 な 福 音 理 解 を し て い る と 申 し

上 げ て よ い か と 思 い ま す 。 で す か ら 私 の 議 論 の 引 用 も 、 決 し て 的 外 れ

な も の な ど で は な い と 思 い ま す 。  

私 の 書 い た も の を こ の よ う に し っ か り と 読 ん で く だ さ っ て い る こ と

に 対 し て 心 か ら 感 謝 を 申 し 上 げ ま す 。 あ り が と う ご ざ い ま す 。  

遠 藤 周 作 （ も う 歴 史 的 人 物 で す の で 、 呼 び 捨 て に し ま す が ） の 著 作

か ら も 影 響 を 受 け ま し た し 、 井 上 洋 治 先 生 の 書 か れ た も の に も 共 感 を

抱 い て ま い り ま し た 。  

二 十 年 以 上 も 前 の 話 に な り ま す が 、 井 上 神 父 が 西 南 学 院 大 学 の 宗 教

強 調 週 間 の 講 師 と し て い ら し て 下 さ っ た 折 に 、「 青 野 で す 」と 自 己 紹 介

を い た し ま し た と き 、先 生 が に っ こ り さ れ て「 知 っ て い ま す よ 」と 言 っ

て く だ さ っ た の を 昨 日 の こ と の よ う に 思 い 出 し ま す 。  

････  

私 も ぜ ひ 平 田 さ ん に お 会 い し た い も の だ と 思 っ て お り ま す 。  

そ れ で は ど う ぞ お 元 気 で よ い お 働 き を な さ っ て く だ さ い ま す よ う に 。  

青 野 太 潮 >（ 二 〇 一 四 年 一 月 十 日 ）  

 

わ た し は 、 こ の よ う な メ ー ル を い た だ い て 、 縁 あ っ て 出 会 っ た 二 つ
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の 神 学 — — 井 上 ア ッ バ 神 学 と 青 野 神 学 が 、種 々 の 相 違 点 — — た と え ば 、

新 旧 約 の 連 続 性 の 問 題 な ど — — を 持 つ に し て も 、 福 音 を と も に 「 母 性

原 理 」 に お い て 捉 え て い る と い う こ と を 確 認 で き た の で し た 。 さ ら に

日 本 人 の た め の 霊 性 ＝ 求 道 性 と し て 、 リ ジ ュ ー の テ レ ジ ア に 学 ぶ 「 母

性 原 理 」 を 推 し た 井 上 神 父 の あ の 「 遺 言 」（ 『 南 無 ア ッ バ へ の 道 』「 あ

と が き に か え て 」 参 照 ） が 、 当 を 得 た も の で あ っ た こ と を 知 り 、 う れ

し く 思 っ た の で し た 。  

 

〇  イ エ ス の 「 十 字 架 」 と 「 死 」  

 

こ の 連 載 初 期 の 頃 わ た し は 、 井 上 ア ッ バ 神 学 が 、 例 示 し た 佐 古 純 一

郎 氏 の 信 仰 な ど と 比 較 し た と き 、 そ の 「 ニ ュ ア ン ス の 置 き 方 」 と し て

「 罪 の 問 題 よ り も 苦 し み の 問 題 に 重 点 が あ り 」（ 『 心 の 琴 線 に 触 れ る イ

エ ス 』 三 三 頁 ）、「 十 字 架 よ り 復 活 」（ 三 八 頁 ） あ る い は 「 十 字 架 か ら 復

活 へ 」（ 四 三 頁 ） と い う 特 徴 が あ る と い う こ と を 述 べ ま し た 。 た だ し 、

「 井 上 神 学 に は 十 字 架 が な い と い う こ と に は な ら な い 」（ 三 三 頁 ） と も

述 べ ま し た 。  

そ れ は 、 イ エ ス の 「 十 字 架 の 死 」 を わ た し た ち の 罪 の た め の 「 贖 い 」

や 「 犠 牲 」 と し て 見 る 信 仰 を 前 提 に す る と 、 井 上 神 父 が ほ と ん ど そ れ

ら を 語 ら な い こ と で 、一 部 の 牧 師 さ ん た ち か ら 、「 井 上 神 学 に は 十 字 架

が な い 」 と 批 判 さ れ た こ と へ の 弁 証 の 気 持 ち が 働 い て い た の だ と 思 い

ま す 。  

 

青 野 太 潮 氏 に は 、ロ ン グ セ ラ ー に な っ て い る『 ど う 読 む か 、聖 書 』（ 朝

日 選 書 、 一 九 九 四 年 ） を は じ め 、 パ ウ ロ の 「 十 字 架 の 神 学 」 を 精 緻 に

解 き 明 か す『「 十 字 架 の 神 学 」の 成 立 』（ ヨ ル ダ ン 社 、一 九 八 九 年 ）、『「 十

字 架 の 神 学 」 の 展 開 』（ 新 教 出 版 社 、 二 〇 〇 六 年 ）、『 「 十 字 架 の 神 学 」

を め ぐ っ て 』（ 新 教 新 書 、 二 〇 一 一 年 ） と い う 三 部 作 が あ り ま す 。 氏 は

そ れ ら の な か で 、「 贖 罪 」 一 辺 倒 の こ れ ま で の キ リ ス ト 教 を 批 判 し な が

ら 、 次 の よ う な こ と を 主 張 し て い ま す 。  
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① キ リ ス ト 信 仰 の 告 白 定 型 と し て よ く 言 わ れ る 「 イ エ ス は 十 字 架 の
、 、 、 、

死
、

に よ っ て わ た し た ち の 罪 を 贖 っ た 」 と い う 言 い 方 は 、 パ ウ ロ 書 簡 を

含 め 、 新 約 聖 書 の 中 に は 一 箇 所 も 存 在 し な い 。  

② パ ウ ロ は 、 イ エ ス の 「 十 字 架 」 と そ の 「 死 」 の 意 味 を 明 確 に 区 別

し た 。 す な わ ち 、  

③ イ エ ス の 「 死 」 は 伝 統 的 贖 罪 論 へ 向 か う 契 機 と し て 受 け 入 れ た け

れ ど も 、  

④ イ エ ス の 「 十 字 架 」 は 、 直 接 的 に は 「 愚 か さ 」「 弱 さ 」「 つ ま ず き 」

「（ 律 法 に よ る ） 呪 い 」 を 意 味 し 、 し か し 同 時 に 真 の  

⑤ 「 賢 さ 」「 強 さ 」「 救 い 」「 祝 福 」 を も 、 逆 説 的 に 意 味 し て い る 。  

そ し て パ ウ ロ は ま さ に 現 在 完 了 形 に よ っ て 継 続 す る 、  

⑥ 「 十 字 架 に つ け ら れ し ま ま な る キ リ ス ト 」 を こ そ 、 自 ら と 信 徒 の

実 存 の 原 点 と し て 捉 え て い た と い う こ と 。 そ し て 、  

⑦ ロ ー マ 書 四 章 を 中 心 と す る 、 パ ウ ロ の 「 信 仰 義 認 論 」 — — 「 不 信

心 な 者 」 を 無 条 件 に 義 と す る — — は 、 パ ウ ロ 自 身 に よ る 、 イ エ ス の 十

字 架 解 釈 で あ り 、  

⑧ 「 幸 い な る か な 」（ ル カ 六 ・ 二 〇 ～ 二 一 な ど ） に 代 表 さ れ る イ エ ス

の 「 福 音 の 逆 説 」 と パ ウ ロ の 「 十 字 架 の 逆 説 」 は ぴ た り と 合 致 す る と

い う こ と 、 な ど で す 。  

 

〇  イ エ ス の 「 ゆ る し 」 宣 言 と 贖 罪 死  

 

ち な み に 、「 十 字 架 」 と 切 り 離 し た と こ ろ の 、 イ エ ス の 「 死 に よ る 贖

罪 」と い う こ と を 考 え た と し て も わ た し は 、素 朴 な 疑 問 と し て 常 々 思 っ

て い た こ と が あ り ま す 。 そ れ は 、 イ エ ス の （ 十 字 架 の ） 死 に よ っ て 、

わ た し た ち の 罪 が 贖 わ れ た 、 と い う 贖 罪 論 と 生 前 の イ エ ス に よ る 罪 の

ゆ る し 宣 言 、 こ れ は ど う 関 係 す る の か 、 と い う 問 題 で す 。 す な わ ち 、

福 音 書 の 多 く の 箇 所 で は 、 神 の 子 で あ る イ エ ス の 死 に よ っ て 初 め て 、

わ た し た ち の 罪 が 贖 わ れ る 、 あ る い は 赦 さ れ る と い う こ と よ り 前 に 、

生 前 の イ エ ス が ス ト レ ー ト に 罪 人 や 民 衆 に 「 罪 の ゆ る し 」 を 宣 言 し て
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お り 、 こ の 二 つ の 「 ゆ る し 」 は ど う 関 係 す る の か 、 と い う こ と で す 。  

実 際 、 慰 め 物 語 や 奇 跡 物 語 の な か で は イ エ ス が 、 自 身 の 死 を 語 ら ず

に 「 あ な た の 罪 は 赦 さ れ た （ 赦 さ れ て い る ）」 と 言 っ て い ま す 。 た と え

ば 、 次 の よ う な イ エ ス の 生 前 の 聖 句 で は 、  

<は っ き り 言 っ て お く 。 人 の 子 ら が 犯 す 罪 や ど ん な 冒 瀆 の 言 葉 も 、 す

べ て 赦 さ れ る 。 >（『 マ ル コ に よ る 福 音 書 』 三 章 二 八 節 ）  

と 明 言 し て い ま す 。  

神 の 子 で あ る イ エ ス が 、 そ の よ う に 宣 言 し て い る の で あ れ ば 、 ど う

し て そ れ 以 上 、 自 ら が 十 字 架 に 死 ん で 、 人 々 の 罪 を 贖 う 、 償 う 必 要 が

あ る の だ ろ う か 。 ま さ か 、 生 前 の イ エ ス に よ る 「 ゆ る し 」 宣 言 は 不 十

分 な も の で あ り 、 イ エ ス の 死 に よ っ て は じ め て 「 完 全 な 贖 い 」 が な さ

れ た 、 と で も 説 明 す る と い う こ と で し ょ う か 。 そ れ は あ ま り に も 「 思

弁 的 」 で あ る よ う に 思 わ れ ま す 。  

 

贖 罪 論 に つ い て は 、 神 学 の 長 い 伝 統 の な か で 、 い ろ い ろ な 説 明 や 解

釈 が 可 能 な の で し ょ う 。 し か し 、 贖 罪 論 を 強 調 す る キ リ ス ト 教 を 耳 に

す る た び に わ た し は 、 生 前 の イ エ ス の 「 ゆ る し 」 宣 言 と 、 伝 統 的 贖 罪

論 と の 関 係 に 戸 惑 い を 覚 え る 人 も 多 い の で は な い か 、 と 率 直 に 思 う の

で す 。  

イ エ ス の （ 十 字 架 の ） 死 の 贖 罪 論 的 理 解 は 、 強 く ユ ダ ヤ 教 の 影 響 を

受 け て い ま す 。青 野 氏 は 贖 罪 に つ い て 、「 旧 約 聖 書 以 来 の 伝 統 を 新 約 聖

書 も 保 持 し て い る 」 と し つ つ 、 し か し 、  

<イ エ ス の 発 言 に お い て 「 罪 の 」 贖 い と し て の 自 ら の 死 が 明 確 に 語 ら

れ て い る 箇 所 は 無 い 。 >（『 岩 波 キ リ ス ト 教 辞 典 』 五 六 五 頁 ）  

ま た 、  

<イ エ ス が 罪 の ゆ る し を 宣 言 さ れ た と き に は 、ま さ に そ こ で 実 際 に 現

実 と し て 起 こ っ て い る 罪 の ゆ る し を 宣 言 さ れ た の で あ り 、 ･･･十 字 架 の

贖 罪 が 完 成 し た と き 初 め て す べ て が 完 成 す る 、 と い う よ う な こ と を 、

イ エ ス は お っ し ゃ っ た の で は な い と 思 う の で す 。 >（『「 十 字 架 の 神 学 」

を め ぐ っ て 』 二 九 頁 ）  
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と 述 べ て い ま す 。  

 

〇  日 本 人 の 感 性  

 

本 稿 で は す で に 、何 回 か 十 字 架 に つ い て 考 え て き ま し た 。第 一 部『 心

の 琴 線 に 触 れ る イ エ ス 』 で は 、「 井 上 神 学 に は 十 字 架 が な い 」 の で は な

く 、  

<井 上 神 父 は 、 イ エ ス の 十 字 架 を 、 人 間 の 罪 の 犠 牲 （ sacr i f i ce） と し

て よ り も 、「 私 た ち 一 人 一 人 の 人 生 の 苦 し み を 」「 mit le idenし て （ 共 に

担 っ て ） く れ た 」 も の 、 あ る い は 「 汚 れ を 取 り 去 っ た 、 神 と の 調 和 を

回 復 し た 」 も の と し て 受 け 取 っ て >（ 三 三 頁 ）  

お り 、  

<十 字 架 を イ エ ス の 共 苦 的 姿 勢 — — 悲 愛 の 頂 点 に 位 置 す る も の と 考 え

て い る >（ 同 ）  

と い う こ と を 指 摘 し ま し た 。  

十 字 架 を 、 罪 の 自 覚 － イ エ ス の 死 － 贖 い と い う 、 ユ ダ ヤ 教 に 連 な る

伝 統 的 贖 罪 論 に 結 び つ け る こ と が 、 キ リ ス ト 教 （ と く に 西 方 教 会 ） で

は 当 然 の こ と と し て 受 け 入 れ ら れ て き た 中 で 、 井 上 神 父 は 少 な く と も

そ の こ と を 第 一 に は 取 り 上 げ な い 、 否 、 あ え て 避 け て き た か の よ う に

思 わ れ る ふ し
、 、

が あ り ま す 。  

キ リ ス ト 教 徒 に と っ て 、「 十 字 架 」 は 中 心 的 シ ン ボ ル で す 。 毎 日 十 字

を 切 っ て い ま す 。 し か し 、 そ れ ぞ れ の キ リ ス ト 者 が 十 字 を 切 る と き の

思 い は 、 さ ま ざ ま で し ょ う 。 遠 藤 周 作 や 井 上 神 父 に と っ て は 、 十 字 架

に 直 接 的 な 贖 い 信 仰 を 盛 り 込 む こ と は 、 心 情 的 に 無 理 が あ っ た の で は

な い で し ょ う か 。  

先 の 青 野 氏 か ら の 学 び ③ ④ か ら い え ば 、 伝 統 的 贖 罪 論 へ と 向 か う イ

エ ス の 「 死 」 と 、 イ エ ス の 「 十 字 架 」 を 、 パ ウ ロ は 明 確 に 区 別 し ま し

た 。 青 野 氏 は 、 そ も そ も 「 十 字 架 」 は 初 期 信 仰 に お い て は 、 そ の あ ま

り の 悲 惨 さ の ゆ え に 贖 罪 論 に 直 接 結 び つ け ら れ な か っ た の で は な い か 、

と 推 測 し ま す 。し か し 、後 の 教 会 は — — と く に 西 方 教 会 は イ エ ス の「 死 」
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と 「 十 字 架 」 を 結 び 付 け て 、 大 き く 贖 罪 論 に 傾 い て い き ま す 。 そ れ は

お そ ら く 、 時 間 の 経 過 の な か で 「 十 字 架 」 の 直 接 的 な 悲 惨 さ 、 む ご た

ら し さ が 風 化 さ れ 、 抽 象 化 し て 「 贖 罪 」 と い う 、 ユ ダ ヤ 教 か ら の 教 義

に 溶 け 込 ん で い っ た た め と 思 わ れ ま す 。 こ れ は 、 ど ん な に 大 き な 災 害

や 戦 争 の 記 憶 も 、世 代 を 下 る と 風 化 し て い く と い う 過 程 と 似 て い ま す 。  

井 上 神 父 や 遠 藤 は 、 そ う し た 経 緯 と は 別 に 、 お そ ら く は 日 本 人 の 感

性 の 問 題 と し て 、「 十 字 架 」 に 「 犠 牲 」 や 「 贖 罪 」 を 読 み 込 む こ と に 、

大 き な 抵 抗 を 覚 え た の だ と 思 い ま す 。 そ れ が 証 拠 に 、 井 上 神 父 の 著 し

た 三 十 冊 近 く の 本 の な か で 、 積 極 的 に 「 贖 い 」 や 「 贖 罪 」 に 言 及 し た

箇 所 は 、 ほ と ん ど あ り ま せ ん 。 こ の 言 葉 す ら め っ た に 出 て き ま せ ん 。  

 

ま た 遠 藤 も 、 次 の よ う に 言 い ま す 。  

<･ ･ ･そ れ は 一 言 で 言 う と 、 西 欧 の 基 督 教 の な か に は 日 本 人 の 感 覚 に

馴 染 み に く い 何 か
． ．

が あ っ て 、 そ の 何 か が 結 局 は 日 本 人 た ち を 西 欧 基 督

教 か ら 、 い つ か 離 し て い っ た の で は な い だ ろ う か 。  

････  

そ の う ち 重 要 な も の を ････あ げ る ･･･  

（ 一 ） 生 贄 と い う 観 念 は 、 日 本 人 の 感 覚 に は 薄 い こ と 。  

周 知 の よ う に 、 西 欧 の 基 督 教 の 教 義 （ 主 と し て ポ ウ ロ 神 学 ） に は イ

エ ス が 十 字 架 に か か っ た の は 、 原 罪 に よ る 人 間 の 神 か ら の 断 絶 を 救 う

た め で あ り 、 ま た 彼 は 人 間 の す べ て の 罪 を 背 負 い 死 ん で い っ た と い う

考 え が 含 ま れ て い る 。  

こ の 後 者 の 考 え は イ エ ス を い つ か 、 我 々 の 罪 を 引 き 受 け た 「 身 代 わ

り の 小 羊 」 の イ メ ー ジ で 見 る よ う に な っ た 。 そ の イ メ ー ジ は 基 督 教 を

生 ん だ ユ ダ ヤ 教 の 過 越 の 祭 り で 、 そ れ ぞ れ の 家 族 の 罪 を 飼 っ て い る 羊

に 托 し 、 そ の 羊 を 神 殿 で 殺 す 習 慣 か ら も 生 ま れ た の で あ ろ う 。  

だ が 、 こ の 遊 牧 民 族 に 特 有 の 祭 儀 の イ メ ー ジ は 日 本 人 に は あ ま り に

も な ま な ま し く 、 烈 し す ぎ る の だ 。 ･･･農 耕 民 族 の 日 本 人 は 神 に 獣 や 人

間 を 捧 げ る と い う 感 覚 は 稀 薄 な 民 族 で あ る 。 そ の 稀 薄 な 感 覚 で は イ エ

ス が 人 の 罪 を 背 負 っ た 生 贄 と な っ て く れ た と い う 考 え 方 に は 、 あ ま り
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に 辛 く 、 ど う し て も 距 離 感 を も つ の は 当 然 だ ろ う 。 >（ 遠 藤 周 作 監 修 ・

佐 藤 陽 二 編『 キ リ ス ト 教 ハ ン ド ブ ッ ク  改 訂 版 』三 省 堂 、二 〇 〇 九 年 、

巻 頭 エ ッ セ イ 「 日 本 人 と 基 督 教 」 九 ～ 一 〇 頁 ）  

 

こ の あ と 遠 藤 は 、 イ エ ス 処 刑 に つ い て 、 か く れ 切 支 丹 た ち に よ っ て

「 変 形 が 行 わ れ た 」 独 特 の 解 釈 を 紹 介 し 、  

<や は り 西 欧 基 督 教 の 生 贄 と し て の イ エ ス の イ メ ー ジ が 、日 本 人 の 宗

教 観 に 馴 染 め な か っ た の で は な い か 。 身 が わ り の 小 羊 の 役 と し て の イ

エ ス を 神 が 受 け 入 れ た と い う 考 え は 理 屈 と し て は 理 解 で き て も 、 日 本

人 の 深 層 意 識 で は な か な か 実 感 と な り に く い の で は な い か 。>（ 一 一 頁 ） 

と 、 日 本 人 が 西 欧 の 基 督 教 に な じ み に く い 「 何 か
、 、

」 の 筆 頭 に 、 こ の

「 生 贄 」 ＝ 犠 牲 — — 贖 罪 論 的 キ リ ス ト 教 を 上 げ て い ま す 。  

ち な み に 遠 藤 は （ 二 ） と し て 、  

<西 欧 基 督 教 に お け る 神 と 人 間 と の 存 在 関 係 の 教 義 が 、日 本 人 の 深 層

心 理 に は つ か み に く い 点 > 

を 、 さ ら に （ 三 ） と し て 、  

<ユ ダ ヤ 教 、 基 督 教 の 神 の な か の 裁 き 、 罰 し 、 怒 り の 顔 は 、 日 本 人 の

宗 教 意 識 に は 向 い て い な い こ と > 

を 上 げ て い ま す 。  

こ れ ら も 、 井 上 神 父 が 常 々 問 題 に し て い た こ と と 一 致 し ま す 。 そ れ

に し て も 第 一 の 問 題 と し て 、 贖 罪 に つ な が る 生 贄 思 想 を 上 げ て い る こ

と は 、 重 要 な 問 題 提 起 と 言 わ ざ る を 得 ま せ ん 。（ つ づ く ）  

 

新 刊 ・ 平 田 栄 一 著 『「 南 無 ア ッ バ 」 へ の 道 』  

本 連 載 第 三 部 、『 ル カ に よ る 福 音 書 』 一 八 書 <「 フ ァ リ サ イ 派 の 人 と

徴 税 人 」 の た と え >を め ぐ る 考 察 か ら 、 少 し ず つ 見 え て く る 、 イ エ ス の

ま な ざ し 。 そ の ま な ざ し に ゆ だ ね る こ と に よ り 悲 愛 へ と 導 か れ る 、 日

本 人 キ リ ス ト 者 ・ 求 道 者 の 生 き 方 を 模 索 し ま す 。（ 聖 母 文 庫 、 定 価 ８ ０

０ 円 ＋ 税 ）  

 



第4部 アンソロジー・井上神父の言葉 
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◎ 青 野 太 潮 先 生 か ら の コ メ ン ト 「 何 箇 所 か に 私 へ の ご 言 及 が あ っ て 大

変 嬉 し く 思 い ま し た 。 大 変 よ く 書 か れ て い て 感 心 い た し ま し た 。 お ま

と め に な る の は そ れ な り に 大 変 な こ と で す が 、 ほ ん と う に ご 苦 労 さ ま

で し た 。 井 上 洋 治 先 生 も お 喜 び の こ と で し ょ う と 確 信 し て お り ま す 。」 

 


