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　21世紀を迎え，20世紀を様々 な角度から振 り返 る試み が 行われ て い る が ，本稿で は，20世紀に お い て キ リ

ス ト教が欧米社会 の 中で どの ような展開を し た の か を 考察す る こ とに す る．欧米社会の 中で ，信仰 と言 う面

で はキ リス ト教の カ が衰退 して きて い る こ とは否定 で きない で あろ う．こ の こ とは，日曜 日毎に教会 に行く

人 の 数 の 減少 に よ っ て も明らか で ある．それ で も，欧米社会に キ リ ス ト教の精神的 t物理的遺産は確固 と し

て 残 っ て い る．一
神教 である キ リス ト教の 下 で ， 欧米人は

一
つ の 尺度 で 明確な善悪 の 判断をする価値観を身

に 付 け た．こ の 価値観 の 下 で は曖昧な領域は排除され る．こ こ で の 最大の 課題は，こ の 絶対的だ とされ る尺

度が欧米人以外 にも合理性を有す るか で ある。産業革命以降， 欧米社会が物質的 に他 の 地域 を圧倒 し たため

に，欧米 の 価値観 で他の 地域 の 問題 が判断 され た ．さらに は，欧米 の 価値観が普遍的なもの で，他 の 地域の

人 々 も受容する もの で ある と考 える 人 が 多くな っ た．こ うした姿勢は20世紀 中間 ぐらい まで続い た が，1960

年代以降，欧米社会 の 中に 欧米社会が持つ 優越性 の 自負に つ い て疑問視する 人達が出て きて か ら，他 の 社会

の価値観に も注意が払われ るようにな っ た．こ の 時期は ， 欧米社会 に お い て キ リス ト教 の 影響力 が 後退 して

い っ た 時期 と重な り合う．こ うしたキ リス ト教 の 20世紀 における欧米社会で の 展開を概観 した後、21世紀に

は キ リス ト教が どの ような課題 を持 っ て い る か を考察す る こ とに す る．

キーワー
ド ：20世紀，欧米社会，キ リス ト教

　　　　　　20th　century ，　West ，　Ch 嫉stianity

（1） は じめ に

　21世紀 を目前に して，20世紀を様 々 な角度か ら振 り

返 る試み が行われ て来たが ， 本稿 で は，20世紀 におい

て キ リス ト教 が 欧米社会 の 中で どの よ うな展開を し た

の か を 考察 す る こ とに す る．欧米社会の 中 で，信仰 と

言 う面 で はキ リス ト教 の 力が衰退 し て きて い る こ とは

否定 で きない で あろ う．こ の こ とは ，日曜日毎 に 教会

に 行く人 の数の 現象に よっ て も明らか で ある．それ で

も，欧米社会に は キ リス ト教の 精神的 ・物理 的遺産 は

確 固 とし て残 っ て い る．口本社会の 中で 自らを仏教徒

と言 い 切れ る 人 が 少なくな っ て も，口本社会 に は仏教

的 な生活様式 が残 っ て い る の と同 じで ある．そ の 点 で ，

欧米社会 に お ける キ リ ス ト教 の 展開を考察す る こ とは

意義があ るこ とと思われる．

　 欧米社会に 残 っ て い るキ リス ト教 の 精神的な遺産 と

し て ，欧米人 の 価値観を挙げる こ とが 出来る ．一
神 教

で あ るキ リス ト教 の 下 で，欧米 人 は
一

つ の 尺度で 明確

な善悪 の 判断をす る価値観を身に付けた．こ の価値観

の 下で は曖昧な領域は排除され る．こ こ で の 最大の 課

題 は，こ の 絶対的だとされる尺度が 欧米人以外 に も合

理性を有する か で ある．産業革命以 降，欧米社会が物

質的に他の 地域を圧 倒し たために，欧米 の 価値観で他

の 地域 の 問題 が 判 断され た．さ らに は，欧米 の 価値観

が 普遍的なもの で ，他の 地域の 人 々 も受容す る もの で

あると考える人 が多 くな っ た．こ うし た姿勢は 20世紀

中葉ぐらい ま で続 い たが，1960年代以降，欧米社会 の

中に欧米社会が持つ 優越性の 自負に つ い て 疑問視す る

人達が 出て きて か ら，他の 社会 の 価値観にも注意が払

われ るよ うに な っ た．こ の 時期 は，欧米社会に おい て

キリス ト教の 影響力が後退 して い っ た時期 と重な り合う．

　欧米人の 価値観 に影響を与えたもの に は，キ リス ト

教の他に は，自然崇拝を旨とす るゲル マ ン 民族 の 元 々
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の 宗教 ， さらに は ギ リシ ャ
・ロ

ー
マ の 文化 が ある．本

稿で は，後者二 つ の 要素に は紙幅の 都合で触れない こ

とにする．キ リス ト教が欧米社会の 中で どの ような展

開を成 し，それ がどの ような意味を持 っ て い るかを考

察する こ とに す る．
注ω

  　20世紀の キ リス ト教思想

　19世紀か ら20世紀に変わろうとす る時，欧米 の 多く

の 国々 で は，科学技術 の 萌芽の 中で 自分 た ち の 将来に

対 して楽観的な見方をする人が大勢を占め て い た．そ

して ， 自分たち の 思想 には自信 を持 つ
， 欧米社会以外

の 思想に は それ ほ ど関心 を示 さなか っ た．こ うし た思

想的傾向を反映 した の が リベ ラル 神学で あ る．当時，

キ リス ト教 の 世界，特 に プ ロ テ ス タ ン トの 中 で は，リ

ベ ラル 神学 が 勢い を 強 め て い っ た．リベ ラル 神学で は ，

神や永遠 を問 うこ とよ りも，人間や現世 の 問題解決に

焦点が当 て られ，こ れ を人間の 能力で解決が可能で あ

る と した．リベ ラル 神学を代表 した人物が ア ル ブ レ ヒ

ト
・

リ ッ チ ェ ル やア ル ベ ル ト ・シ ュ ヴァ イ ツ ァ
ーで

あ っ た．ロ
ー

マ ・カ トリッ クの 中に も， 信条よ りも行

動を重視する モ ダニ ス トの数が 多くな っ た，
ttC2）

　こ うした楽観主義的な神学 の 興隆 へ の 巻 き返 し とし

て，当時の 教皇ピ ウス 10世を中心 とし た正 統派が ロ
ー

マ ・カ トリッ ク の 改革 を進めた．プ ロ テ ス タ ン トの 世

界 で の リベ ラル 神学 へ の 反発は ，
ロ ーマ ・カ トリ ッ ク

よ りも極端 な形 とな っ た．「
フ ァ ン ダメ ン タ リス ト」

（根本主義者）と呼ばれ る人 達が ， 聖書を字義通 りに

解釈 し，キ リス ト教 の 正統性 を頑なに守ろ うとした ．

　 リベ ラル 神学に従 えば ， 来る べ き20世紀は 愛と正 義

に満 ちた平和な新世紀 になるはず で あっ た が ，こ うし

た楽観主義は，第 1次世界大戦 とい う未曾有の 混 乱 に

よっ て 打 ち破 られ て しまい ，有効な対応が出来なか っ

た ．第 1 次大戦 は ，経済，軍事，領土 に 関す る 国家的

イ ン タ レ ス トの 衝突に 起因があ り， 宗教上 の 要因 に

よ っ て 引き起 こ され た 訳で は なか っ た．こ うし た状況

の 中で ， 各列強国 で は りベ ラル ばか りで な くそ の他の

キ リス ト者達も，国家的イ ン タ レ ス トをキ リス ト教 の

下 で 正 当化 し，自 らの信条と世俗的な愛国心 を同
一視

した．こ こ で ，世俗の 国境を越 えて い るはずの キ リス

ト教世界 は．国家的境界 によっ て 分割され て しま っ た．

こ んな中で も，国境を越 えた平和主義を唱えたキ リス

ト者もい た が
， 彼 らの 主張 は国家的衝突を押さえるこ

とが出来 なか っ た．こ の こ とは，普遍性 を標榜す るキ

リス ト教 が，複雑化する現実の 世界 で は 限界を有 して

い る こ とを明 ら か に し，20世紀全般に影を落とす こ と

に なる．

　人間の 能力を楽観視した りベ ラル 神学は
， 第 1次世

界大戦 の 混乱 に対 して 全 く無力 である こ とを明らか に

す る ．こ の 反動 と して ，第 1 次大戦後 に は 「ネ オ ・

オ ーソ ド ク シー
」 （新正 統派神学）と呼ばれ る新 しい

神学が興隆 した．こ の 神 学は ，
ヨ
ー

ロ ッ パ で は 「
危機

神学 」 とも呼ばれ，大戦後の ヨ
ー

ロ ッ
パ 文化 ， 特に キ

リス ト教 の 危機 に 対 処 し よ う とす る もの で あ っ た．
「

ネオ ・オ
ー

ソ トクシ
ー

」 を提唱した代表的神学者に

は ，ヨ ー
ロ ッ パ で は ドイ ツ の カ

ー
ル

・バ ル ト，ア メ リ

カ で は ライ ン ホール ド ・
ニ
ーバーが い た．注〔3〕

　 リベ ラル 神 学が 人間 に 焦点 を当て た の に 対 し て ，
「
ネオ

・オ ーソ ドク シー
」 は聖書の 中に描かれ て い る

神や信仰に よ る 義 とい う宗教改革 の 主要な原理 を重視

した．人間は能力に満 ちた存在 と言 うよ りも ， 原罪を

負っ た存在 で あ り，この 原罪を贖 うこ とが 出来 るの は

神 の み で ある，とい うの が 「
ネ オ ・オ ーソ ドク シー

」

の 主張で ある．こ の 神学に 従えば，人 間 の 意図によ っ

て 祉会 を管理 し よ うとす る マ ル キ シ ズ ム は，神 の 領域

に余 りに も入 り込 ん で しま っ たもの で あ り，人間の 有

限性 を無視 して しま っ た．こ の 点で，
「

ネオ ・オ
ー

ソ

ドク シー
」 は ， 20世紀最後の 10年間を 目前 にした 社会

主義の 崩壊を看破 し て い た こ とに な る．「

ネオ ・オ
ー

ソ ドク シー
」 は ， 現代的文化 の 中で ， 神 の 絶対性 とい

う伝統 的なキ リス ト教信仰をい か に して強めて行 くか

に腐心 し た．

（3） 第 1次世界大戦と キ リス ト教

　第 1 次大戦は，キ リス ト教世界 ， と りわけ ロ
ー

マ
・

カ ト リ ッ ク世界に大きな打撃を与えた．ロ
ー

マ ・カ ト

リ ッ ク国 の うち，ベ ル ギー，フ ラ ン ス ， イ タ リア な ど

は 戦争に よ る打撃を ま と も に 受 けた．そ れ以上 に致命

的な打撃を受 けた の がオ
ー

ス トリ
ー ・

ハ ン ガ リ
ー帝国

で あ っ た．オ ース トリ
ー ・ハ ン ガ リ

ー
帝 国は， ロ

ー

マ ・カ トリッ クを熱心に信仰 して い たハ プ ス ブル ク家

に よ っ て 支配され て い たが，第 1次大戦後に は こ の 帝

国 自体が消滅 して し ま っ たの で ある． ドイ ツ で は，第

1 次大戦前には ロ
ー

マ ・カ トリッ クの 興隆が 見 られ た

が，第 1次大戦が始まると国内外の諸問題 に直面 し ，

国民の 多くは宗教 へ の関心を失 っ て しま っ た．

　第 1 次大戦後，キ リス ト教 の 指導者達は，戦争に

よっ て被害を受けた 人達へ の 救済を行 っ た．ロ
ー

マ
・

カ トリッ クは ，ロ ー
マ 教皇を中心 に し て ， 教会 の 資産
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を使 っ て 援助活動 を し た．他方，
プ ロ テ ス タ ン トの 側

も，デ ノ ミネーシ ョ ン の 違 い を越え て ，戦争被害者 へ

の救済活動を行っ た ．し か し，こ うし た救済活動で も

余 りに も大きか っ た戦争の災禍を十分に癒すこ とは出

来なか っ た．

　20世紀に お い て 思想や組織の 面 で キ リス ト教 へ の 大

きな試練とな っ た の が，第 1 次大戦末期に 生 じた ロ シ

ア 革命を理論的に支えた マ ル キシ ズ ム の 拡大で ある．

カ ール ・マ ル クス とフ リ
ー

ドリッ ヒ ・エ ン ゲル ス の 理

論の 大 きな特徴は ， 唯物主義 で あ り，神 を排除 して い

る 点 で ある．こ の 思想が ，現実の社会 に 適用 され る こ

ととな っ た．ロ シ ア で は，レ
ー

ニ ン に率 い られ たボル

シ ェ ヴィ キ が政権 を握 り，絶対的な専制政治 が 行 わ れ

るよ うになっ た．レーニ ン の 独裁政権は ， 宗教は国民

が共産主義を受 け入 れ る際 の 障害 となると考え，宗教

を排斥 し よ うと した． レ
ーニ ン の後継者とな っ た ス

タ
ー

リ ン は，学生時代 は 司祭 へ の 道を志 し，キ リス ト

教 を信仰 して い た．し か し，政治家 と して 力を強め ，

政権の座に 就 くと， 宗教を民衆 か ら遠 ざけるために宗

教弾圧 を行 っ た，特に ロ シ ア 正教に対 し て は ，徹底的

な壊滅 を計 っ た．

　第 1 次世界大戦後，キ リス ト教に とっ て 大 きな難問

とし て横たわ っ たもの に，共産 主義やナチズ ム の 台頭，

1929年 の 大恐慌 が あ っ た．欧米社会 が 混 乱する と ， 教

会か ら人 々 の 足は遠 ざか り，教会 の 社会 へ の 影響力 は

低下 し た．社会 の 混乱は，宗教組織 にとっ て は信者 を

獲得す るの に好都合な状況 で はあ っ た が ，キ リス ト教

は こ の 好機 を活か す こ とが出来なか っ た．こ こ で ，

ヴァ テ ィ カ ン 当局 が 行 っ た こ とは ，イ タ リア ，ドイ ツ ，

ポー
ラ ン ドな どと宗教協約を結ぶ とい う政治的対応 で

あ っ た．こ れ によっ て ，信教 の 自由を確保する と共 に，

西欧社会の世俗化の 進展を押さえようとした の で ある．

しか し，ヴ ァ テ ィ カ ン とヒ ッ トラ
ー

との 協約は，む し

ろナチズ ム を ヴァ テ ィ カ ン 当局が信認する こ とを意味

し て し ま っ た．

　 キ リス ト教全般が社会 へ の威信を失うな か でカを伸

ば し た の は，聖 書 を字 義通 りに信 ん じよ う とす る

「
フ ァ ン ダ メ ン タ リズ ム 」 で あ っ た．1925年 ア メ リカ

の テネ シ
ー

州デートン で行われ た
「
モ ン キー裁判」 は ，

「
フ ァ ン ダ メ ン タ リズ ム 」 の 力 の 根強 さを明らか に し

た ．裁判の結果，進化論を教えた生物学教師ジ ョ ン
・

ス コ ープ ス は有罪とな っ たが ，

「
フ ァ ン ダ メ ン タ リズ

ム 亅 はそ の 先鋭性 を浮き彫 りに し て しま い ，こ の 裁判

以降，一一
般大衆 へ の説得力を失 う結果とな っ て しま っ

た ．しか し ，

「
フ ァ ン ダ メ ン タ リズ ム 」 は ，欧米社会 ，

と りわ けア メ リカ で は そ の後も根強く生き続けて来て

い る．こ の こ とは ，
プ ロ テ ス タ ン トの メ ノ

ー
派 に属す

る集団
「
ア
ー

ミ ッ シ ュ 」 が 現代文明 を拒絶 して 生き

残 っ て い る こ とと併せ て ，欧米社会 に お ける キ リス ト

教の 根深 さを物語 っ て い る．

（4）第 2次世界大戦 とその後のキ リス ト教

　キ リス ト教世界は ，第 1 次世界大戦 に よ っ て 大き く

動揺 し，失地を回復する間もな く， 第 2次世界大戦と

い う， より大 きな試練 を迎え，そ の 無力さを一層明ら

か に して し まっ た．第 1次大戦後の ヴェ ル サイユ 体制

は，ウ ィル ソ ン 米大統領 の キ リス ト教信仰か ら来る理

想 に 基 づ くとこ ろが大 きか っ た が ，英仏 の 国際環境へ

の 対応の 中で ，世界平和の確立よ りも， 英仏 へ の ドイ

ツ 国民 の 敵意 の 増長 をもた ら して しま っ た．こ う した

事態に乗じて ，ヒ ッ トラ
ー

は ドイ ツ国民から大きな支

持を獲得し て しま っ た．ドイ ツ の キ リス ト者 の 多 くは ，

ナチズ ム が なくなれ ば，共産主義が台頭す ると考 え，

ナ チ ズ ム には敢え て 抵抗 しな か っ た．ナチズ ム に 抵抗

した キ リス ト者達は ， 弾圧 され ， 死 を余儀 なくされる

こ ともあっ た． ロ
ー

マ 教皇で さえ，ナ チ ズ ム が犯 した

非人間的な ホ ロ コ ース トに 対 して 消極的な対応 しか で

きな か っ た程 で あ る．

　第 2 次大戦が終局 を迎える と，
ヨ
ー

ロ ッ パ の 多 くの

国 々 で，疲弊 した社会か らの救い を キ リス ト教に 求め

る 人 々 が
一

時的に 増加 した．しか し，大戦後の 社会の

混乱が収ま り，経済的な繁栄が始ま る と， 人 々 の 心は

物質的な欲求 に 走 る ように なっ た．欧米社会の 商業文

化 は，キ リス ト教世界 に第 2次世界大戦そ の もの より

も大きな打撃を与 えるこ ととなる．そ し て ，欧米社会

で は，こ れ まで経験し た こ とがない ほ どキ リス ト教の

影響力が弱 まる ようにな っ て 行 く．

　 こ うした状況 の 下で，プ ロ テ ス タ ン トとロ
ー

マ ・カ

トリ ッ ク は歴史的な和解を果た して い くこ とに な っ た、

そ の 端緒 が，プ ロ テ ス タ ン ト諸組織間の 協力 の 機運で

ある．2D世紀初頭，キ リス ト教 の 伝道活動には キ リス

ト教の 各々 の 組織間の 競争意識 が 強 く見られた．しか

し，改革派 の 諸教会が組織間の競争の 無益さを指摘す

る よ うに な り，組織統合の 機運が出 て きて ，「エ キ ュ

メ ニ カ ル 運動 」 が始 ま っ た．まず，160に及ぶプ ロ テ

ス タ ン トの 伝道組織が それ ぞ れ の 代表を送 り，1910年

に ス コ ッ トラ ン ドで
「

世界宣教会議」 を開 い て，組織

間 の 連携 の 道を開い た．そ の 後，キ リス ト教の諸組織
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の 協力による
「
生活 と実践の 運動」 や

「

信仰 と職制の

運動 が相次い で始ま っ た．こ の 3つ の 運動は統合さ

れ ， 1948年 に
「
世 界教 会協議 会 」 （the　 World

Council　of　Churches）がオ ラ ン ダ の ア ム ス テ ル ダ

ム で 組織 され ， 今日まで プ ロ テ ス タ ン ト諸教会の 協力

を推進 し て 来 て い る．
注【4） WCC は ，メ ン バ ーとな っ

て い る教会を拘束す る こ とよ りも， 世界 の 貧困や正 義

の 問題 に関す る メ ン バ ー
の 協力 の 推進を主 目的に して

い る．ギ リシ ャ 正 教は1961年 に は WCC に 加 盟 し，そ

の 他 の 正教教会も後に続い た．ロ ー
マ

・力 トリ ッ クの

側 は，最初はプ ロ テ ス タ ン トめエ キ ュ メ ニ カル 運動 に

対 して あま り関心 を示 さず，プ ロ テ ス タ ン トとの融和

に は 距離を置い た伝統的な姿勢をとっ て い た．こ うし

た姿勢を大 きく変 え，プ ロ テ ス タ ン トとの 対話 の 道を

開 い た の が，1962年か ら開 か れた第 2 次ヴ ァ テ ィ カ ン

公会議 で ある．

　 ロ
ー

マ 教皇 ヨ ハ ネ ス 23世 は，カ トリッ ク教会 の 刷新

を 目指 し，
1962年に全世界 の 司教達を集め ，第 2 次

ヴァ テ ィ カ ン 公会議を開催 した，こ の 会議 によ り，

ロ
ー

マ ・カ トリッ ク は それ ま で の 神学的立 場，社会問

題 との 関わ り方，プ ロ テ ス タ ン トや ユ ダヤ教や ギ リ

シ ャ 正 教 との 関係 な どの 面 で，自らを正 統とする これ

まで の硬直的な態度を変え て ， 他 の キ リス ト教集団 の

存在を容認する柔軟な立 場をとる よ うに な っ た．しか

し， 公会議以降で も人 工 中絶や離婚 へ の 反対 の 立場 は

堅持され る こ とに な り，ロ
ー

マ
・カ トリッ ク の 現代社

会 との 乖離は依然 として 解 消 され な い で い る． ヨ ハ

ネ ・パ ウ ロ 2世は ，伝統的な キ リス ト教の 信条に基づ

き ， 今 日の 物質文明 の 限界を乗 り越 え，生命入 の 尊厳

と貧者 へ の 愛に満ちた 「新しい 文化」 の 創造 を世界に

呼び か けて い る．

  　現代社会へ の キ リ ス ト教 の 貢献

　20世紀に お い て キ リス ト教の諸教会 は ， 社会 の 諸問

題 に関 して 道義上 の 指 導者 の 役割を果 た して きた とこ

ろが ある．信仰活動 と同様に社会的活動は ， キ リス ト

教教会 の 中心的な役割 とな っ て い た．社会活動 につ い

て は，リベ ラル なキ リス ト者も保守的な キ リス ト者 も

連携する こ とが出来た．20世紀にお い て，こ の 社会活

動に よ り命を落と したキ リス ト者 の 数 は，19世紀を上

回 っ た．中国大陸 で布 教中に 1934年に共産党の ゲ リラ

に よ っ て 処 刑され て しま っ た ス タム 夫妻，ナチ に対 す

る反対活動に よ り殉教者 とな っ た 神 学者 の デ ィ
ー

ト

リッ ヒ ・ボ ン ヘ ッ フ ァ
ー

（1906−45）， ア メ リカ の 公民

権運動で 中心的な役割を 果た しながら1968年 に 暗殺さ

れ て し まっ たマ
ーテ ィ ン ・ル

ー
サ
ー ・キ ン グ牧師，エ

ル サル ヴァ ドル の 軍事政権に よ り1980年 に暗殺 された

オ ス カ
ー ・ロ メ ロ 神父 （1917−80）などがそ の 代表で

ある ．ま た，多く の 危険に直面 し なが らも，イ ン ドの

貧し い人達の ために慈善活動を行 っ たマ ザー ・テ レ サ

の ように，世俗化 の 進 ん だ 今 日の 世界 で も多くの 人 か

ら深 く崇拝 され る キ リス ト者もい る。キ リス ト教 の 社

会活動は ， 海外 で の 慈善活動 をも統括する組織を作っ

た り，基金 を設立 した り，発展途上国の貧者の ための

教育施設 を作 っ た り し て，他の宗教の 組織 に は見 られ

ない 成果を上げ て きた．

　ア メ リカ やイ ギ リス で は ，キ リス ト教の 社会活動 の

特徴と して ， 大きな教派が大政党と結び つ き政治に影

響 を与える とい うこ とが ある．・
こ れ らの 教派は ， どち

らか と言えば大政党の 保守勢力を形成 して 来 て い る．

他方， ヨ
ー

ロ ッ パ で は ，キ リス ト教の指導者がそ れぞ

れ の 国で 「キ リス ト教民主主義」 とい うキ リス ト教 の

価値 に基づ い た 政治理念，組織を作 り，中道左派勢力

を形成 して 来 て い る．大戦直後 の 西 ドイ ツ の コ ン ラ ッ

ト ・ア デナ ウア ー
などが そ の 先駆者で ある．その 他 ，

イ タ リア ，
ベ ル ギ

ー
， オラ ン ダな どで もキ リス ト教民

主主義 が 大きな役割を果 た して きた．ただ ， 今日 ， キ

リス ト教民主主義が，当初 の 政治理念か ら離反 し，保

守化 して い る の で はない か との 批判を浴びて い る．

　 ラテ ン
・ア メ リカで は，ロ

ー
マ ・カ トリッ ク教徒が

政治 の 最前線で指導力を発揮 して い る．1968年 に
「
ラ

テ ン ・ア メ リカ司教会議 」 が コ ロ ン ビ アの メデ リン で

開か れ ，貧困対策を キ リス ト者の 優先課 題 と して 以 来，

キ リス ト者の 政治との 関わ りが加速され た ．さらに，

1971年に ペ ル
ー’

の 司祭，グ ス タホ ・グ テ ィ エ レ ス が

「

解放の神学」 を発表 し， 時には平和 の ための 暴力 の

行使を肯定 した．保守派 の 神学者は，「解放の神学」

がマ ル キ シ ズ ム に影響 され て い る，と非難 し た．ロ
ー

マ 教皇 ヨ ハ ネ ・パ ウ ロ 2 世 も，「解放の 神学」 が余 り

に も政治的で ある として 反対し たが
， 貧者 へ の 支援 と

い う
「
解放 の 神学 」 の 根本には支持を明 らか に した．

ま た，ヨ ハ ネ ・パ ウ ロ 2世 も，出身地 の ポーラ ン ドを

訪 問 し，正義と慈悲の 実現を訴え ， そ の こ とがポー
ラ

ン ドの 労働者を勇気 づ け，後に起 こ る 共産党政権の 崩

壊を結果的に 後押 しす る こ とに な っ た．

　 キ リス ト教 の 様 々 な組織 は，20世紀 の 後半 か ら積極

的に政治運動 を展開す るよ うにな っ た．反戦運動か ら，

東欧 の 共産党政権の 打倒 ま で ，キ リス ト教は 政治運動
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20世 紀 に お け る欧米社会とキ リス ト教

の 面で大きな成果 を上げた．世界教会協議会 は ， 反核

と
一

般市民 の 安全 を求 めた運動を展開して い る．ロ
ー

マ
・カ トリッ クも，第 2 次ヴァ テ ィ カ ン 公会議以来 ，

暴力へ の 反対 を促進 し て 来 て い る．

  　プ ロ テ ス タ ン トの 新 しい運動

　 ロ
ー

マ
・カ トリ ッ ク を含めた，伝統的なキ リス ト教

の 多くの 組織 は ，信仰面 で の 影響力は失 っ て きて い る

が ， そ うした状況 の 中で 現在最も宗教的活気 を 呈 して

い るの が ，テ レ ビ な どの メ デ ィ ア を活用 して伝道活動

を行 うプ ロ テ ス タ ン トの エ ヴァ ン ジ ェ リカル 運動 とペ

ン テ コ ス タル 運動で あ る．

　 エ ヴァ ン ジ ェ リカ ル 運動は，170D年代の 信仰復興運

動以来，プ ロ テ ス タ ン トの 中核をなす運動で あり，聖

書研究や伝道活動を重視 した もの で ある ．「エ ヴ ァ ン

ジ ェ リカ ル 」 とい う言葉は，「福音」 を意味するギ リ

シ ャ語 に 起源 を 持 つ ．ど の 教派 に も
「
エ ヴァ ン ジ ェ リ

カル 」 と呼ばれ る指導者 はい る．彼 らは ， 自分の 言葉

や活動を通 じ て キ リス トに よ る 救済 の 福音を世界に伝

え る こ と を自らの 使命だ と任 じて い る．エ ヴァ ン ジ ェ

リカ ル 達は，教派か ら独 立 した 自分 の 教会を持つ こ と

を望む傾向がある．

　 20世紀初頭，エ ヴ ァ ン ジ ェ リカル 運動 は，自然科学

や社会科学の 発展 に よっ て 低迷 し て い た時期 が あっ た．

また，こ の 時期，プ ロ テ ス タ ン トの 世界は，リベ ラル

神学 とフ ァ ン ダ メ ン タ リズ ム に 二 分され，比 較的穏健

な エ ヴ ァ ン ジ ェ リカ ル 運動は影が薄 か っ た ．第 2次大

戦後，エ ヴァ ン ジ ェ リカ ル 運動は、ア メ リカを始 め，

イギ リス ，ドイ ツ で 興隆する よ うに な っ た．ア メ リカ

の エ ヴァ ン ジ ェ リカ ル 達 は，自らの 組織 機関誌，神

学校を作 り，運動 を発展 させ た．そ の 中 で も ビ リー ・

グラハ ム は，1949年に小さな信仰復興集会を開 い て以

来 ， 世界的 に 運動 を展開 し，エ ヴァ ン ジ ェ リカ ル の 代

表 になっ た．

　 ペ ン テ コ ス タル 運動 は ，1900年代以降 ア メ リカ で 広

ま っ た 運動 で ある が，
「
聖霊 の 恵み 」 を実践す る こ と

を 目指す．具体的に は集会 の 中 で指導者 が予言を行 っ

た り，参加者 の 病気を治 した りして ，自らの カ リス マ

性 を訴え る．ま た ，参加者は ，
ゴ ス ペ ル

・ソ ン グや踊

り に 熱中し．集会そ の もの が熱狂的な もの に なる．第

2 次大戦後，ペ ン テ コ ス タル 運 動は 組織 を確 立 して ，

多くの 人 の支持 を得る よ うに な っ た．ア メ リカ で は

1960年代，1970年 代 に ロ
ー

マ ・カ トリッ ク を含めた

ル
ー

テ ル 派や バ プ テ ィ ス トを始めとす る主要な教派の

司 祭や牧師が，ペ ン テ コ ス タ ル 運動の 要素を採用 し，

教会の 活性化を図 っ て 来た．

　今日 で は，伝道集会の 中で ペ ン テ コ ス タル 運動 の 指

導者がカ リス マ 性 を発揮 して い る様子がテ レ ビ で 放送

され ，支持者 の 数が増大 し て い る． リチ ャ
ー ド ・ロ

バ ーツ が そ の 代表で ，

「
テ レ ビ ・エ ヴ ァ ン ジ ェ リス

ト」 と呼ばれ た りして い る．伝統的な教会組織とその

活動が衰退 して い る中，ペ ン テ コ ス タル 運動 は一層力

を伸ばして い る．

  　おわ りに

　イ ン タ
ーネ ッ トを始めとする通信網 の 発達 が世界中

の 人 々 の 生活 を大 きく変えてい る が，．キ リス ト教もこ

うした技術を活用 し，世界の 隅々 まで その 信仰を伝え

よ うと して い る．キ リス ト教は，地球規模の 広が りを

見せ て お り， 発展途 上 地 域 で は驚異的な害1亅合で キ リス

ト教の信者の数が拡大 して い る．しか し， 欧米社会で

は教会 で の 礼拝 へ の 参加者が ど ん どん減少 して 来 て い

る．特に
「メイ ン

・ラ イ ン 」 と呼ばれ る主流を形成し

て き た教派 の 社会で の 影響力が後退 して 来 て い る．

　20世紀後半に は ， 欧米社会 で キ リス ト教教会 の 礼拝

に参加す る人 の 割合は ，全人 口 の 1割にまで 落ち込ん

で し ま っ た と推定され て い る。ま た ，キ リ ス ト者 で

あ っ て も，教会の 信条とは違っ た価値観を持 つ 人 も多

くな っ た ．その 典型が ， 離婚，人 工 中絶，安楽死 に反

対す る ロ
ー

マ ・カ トリ ッ ク の 公式な立場 と，個 々 の カ

トリッ ク教徒の 中 に はそれ らを容認する人が多 い とい

う違い に現れ て い る．こ の よ うに 欧米社会で は キ リス

ト教 の 影響 力 が低 下 して い るの で あ る が，社会主義の

崩壊後の 東 ヨ ー
ロ ッ パ で は信仰の 自由が 認 め られ ， キ

リス ト教が再興して い る．しか し，東 ヨ
ー

ロ ッ パ で は

新興宗教が勃興 出来 る状況も生 じて お り，ス ラ ブ正 教

に とっ て は必ず しも好都合 とは言えない ．ア メ リカで

は ，大多数の 人 は自らを キ リス ト者 と任 じて お り，教

会で の 礼拝へ の 参加者も多い ．憲法に よ り政教分離の

原則 が確立 され て い る た め．公 立 学校 で はキ リス ト教

と教育を分離する こ とに 必要以上 の 注意が払われ て い

る が，それ で もキ リス ト教 はア メ リカ人の 生活 の 中で

重要な役割を果た して 来 て い る．で は，21世紀におい

て ，キ リス ト教 は 欧米社会 の 中 で どの よ うな課題を

持 っ て い る の で あろ うか．

　 欧米社会 で は ロ
ー

マ ・カ トリ ッ ク も含 めキ リス ト教

は，昔日の 面影を失い つ つ ある．キ リス ト教神学に よ

る全知識の 支配 が，自然科学 を始め とする新し い 学問
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に よ っ て排除された こ とに よ っ て ヨ ーロ ッ
パ の知的発

展が達成 され た こ とを考 え れば，ヨ
ー

ロ ッ パ に お け る

キ リス ト教 の 後退は必然 であ っ た．米国では，情報網

を活用し たキ リス ト教の 組織が活性を示 して い るが ，

キ リス ト教に基づ く価値観が
一

般の 人達か ら後退 し て

い る こ とは 否 め ない ．しか し，今日 の 欧米社会 の 文 化

の 多くの 部分はキ リス ト教に基づ い て形成 され たの で

あ り，キ リス ト教の 精神は後退 して も，これ らの 文化

的枠組み は これ か らも残 っ て 行 く．つ ま り，

一
神教に

基づ く善悪 の 判断や
「福音」 を伝える と言 う使命感 は

欧米社会に根強 く残る こ とに なる．

　 キ リス ト教が世界的な宗教 に成 り得た の は，ロ
ー

マ

教皇を頂点とする教会組織を確立 し，世俗 の 権力者を

精神 的に も政治的 に も支配す る制度を作 り上げ，世界

へ の 福音の 伝道 を組織的 に 行 っ て き た か らで ある．キ

リス ト教の世界 へ の拡大は，欧米の 国々 の植民地の拡

大 と共 に あ っ た ．今 日で は 欧米 の 植民地 は ほ とん ど消

滅 したが ， キ リス ト教だけ は拡大を続けて い る．そ し

て ，キ リス ト教は ，今 目で は欧米社会よ りは 第 三 世界

で
一

層 の 拡大をす る よ
「
うに な っ た．

　キ リス ト教に基づ く欧米社会の 非 キ リス ト教世界 へ

の 姿勢には，往 々 に して 自らの 考え方の 押 しつ けの よ

うな とこ ろ が見受け られた．文化 の 面 で は，東洋の 文

化 に 関心を示す 欧米人 が 多くな り， 自らの 価値判断の

押 しつ け は か な り克服され て きて い るが，国際政治 の

舞台で は 依然 とし て 顕著 で ある．欧米社会 そ の もの の

なか で キ リス ト教の精神的基盤が脆弱になりつ つ あ り，

家庭の 崩壊が 様 々 な問題 を引き起 こ して い る．欧米社

会 に とっ て の 内な る 課題 は，価値観 の 混迷 を如何 に抜

け出すか で ある．その 際には，キ リス ト教文化 を活性

化 させ る と共に ， キ リス ト教以前 にあ っ た 自然 崇拝的

宗教を掘 り起こ し，新しい 価値観を創造 して い くこ と

が重要 に な る の で は な い か．こ の こ と が 可能 に なれば ，

国際政治に於ける欧米人 の 姿勢も改善され ると思われ

る．イ ン ターネ ッ トを始め とす る 情報網 の 発達 は ， 世

界 の
一．一

元化 を推進するが ， 個々 の 人が情報の 発信源に

成 り得る の で ，他方で は埋 もれ て い たもの が掘 り起 こ

され ， 忘れ か けて い た文化 へ の 注意を喚起する機会を

提供する．そ の 点 で は 文化 の
一

元化 と多元化 が 同時に

進行し て い くとい うこ とでもある．キ リス ト教 の
一

元

的な文化 を持っ 欧米社会が，い か に し て多元的な文化

を形成 して い くかが ， 欧米社会に 課 せ られた21世紀の

譟題 だ と思われ る．

注

（1） 20世 紀に お け る キ リス ト教 の 展開に つ い て は ，

　 （Michae 畫Collins＆ Matthew 　A ．　 Price，　 The

　5’oη　Of　C乃”5’∫砌 吻 ，　 New 　York ：　 DK

　Pub【ishing，　 Inc．，1999）を参照。

  　 リベ ラル 神学 に つ い て は，拙論
「
ア メ リカ に お け

　る リベ ラル 神学の 歴 史的系譜 」 （東京外国語大学

　 『地域研究」第 3 号，1985年）参照．

（3） ライ ン ホ ー
ル ド・ニ

ーバ ー
の 思想につ い て は，拙

　論
「
ラ イ ン ホ

ー
ル ド ・

ニ
ーバ ー

の 思想 の 研究一一一一キ

　リス ト教の 歴史 の 意味につ い て 」 （世界経済 1989年4

　月号）を参照．

（4） WCC の 詳細 に っ い て は ， 拙論
「WCC の 社会

　的 ・
文化的影響力 の 実態 と今後 の 課題 亅 （中央学 術

　研究所 編 『宗教間の 協調 と葛藤 』，佼成出版社，

　1989年）を参照．
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