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須　田 拓

は じめ に

　ジ ョ ン ・オー ウ ェ ン は 17世紀の イギ リス に生 きた ピ ュ
ー

リタ ン の 神学者 で あ

る 。 彼 に は膨大 な量の 著作が あるが ， そ の ほ とん どは
， 当時 の 時代状況 の 中で ，

自らの ある い は教 会 の 立場 を弁証す る た め に書かれ た もの で あ り， 全体 と して
，

あ ま り体系的 に論 じられ て は い ない
。 しか しそ うで あ る か ら こ そ ， 彼 の 文章は

，

当時 の 神学 的状 況 を色濃 く反 映 して お り， 彼の 神学を理解す る た め に は
， その

論敵 に つ い て 知 っ て お くこ とが 不可欠 に なる 。

　こ の 時代 ，
ピ ュ

ー リタ ン た ちに と っ て
，

一
方で は

， 英 国国教会 や カ トリ ッ ク

教 会との 対 決があ っ たが ， しか しもう一
方で

， 同 じプ ロ テ ス タ ン ト教 会の 中で

い わ ゆ る正 統 主義 を批 判 し否定す る 者 た ちが台頭 して きて お り，
そ の よ うな者

た ち との 対決が あ っ た こ とが知 られ て い る
。 彼の 著作 は こ の 後者 を反映 して い

る もの が 多く， 特 に 彼が直面 して い た 問題 は
，

ア ル ミニ ウ ス 主義や ソ ッ ツ ィ
ー

二 主義 との 対 決で あ っ た 。 そ こ で
， 本論 で は

， 彼 の 最初 の 著作 と され る 『ア ル

ミニ ウス 主義の 叙 述』（A　Dispaly　of 　Annmianis．　m
，
1642年） を通 じて

，
オ

ー
ウ ェ

ン が ア ル ミ ニ ウ ス 主義 をどの よ うに理解 し ，
どの 点に 問題 を感 じ

，
どの よ うに

そ の 問題点を克服 し よ うと したか に着 目 して み た い
。 そ して そ の 視点か ら ， オ

ー
ウ ェ ン の 神学の 特徴に 迫 っ て み た い と思 う。

1．オ ー ウェ ン に よ る ア ル ミニ ウス 主義理解
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　ア ル ミニ ウ ス 主義 は
， オラ ン ダの 改革派神学者ヤ コ ブ ・ア ル ミ ニ ウ ス が

，
カ

ル ヴ ァ ン 主義的 な予 定論 に異議 を唱 えた こ とに始 まる もの で あ り，

一
般に

， 自

由意志 の 強調で 知 られ る
。 人 は どの よ うに して 救わ れ る か とい う問題 に

，
人 間

の 自由意志 の 役割 を大 き く位置づ ける わ けで あ る 。

　こ の ア ル ミニ ウ ス 主義 を どの よ うに評価 し ， それ に どの よ うに対 す るか は 神

学の 重 要なテ ーマ とな り続 けて きた
。 例 えば

， オー ウ ェ ン よ り
一

世紀後 に ア メ

リカ で 活 躍す る ジ ョ ナサ ン ・エ ドワ
ーズ も ，

ア ル ミ ニ ウ ス 主義の 自由意志論 を

論駁 す る 書 『自由意志論 』を記 して い る 。 しか し ，
ア ル ミ ニ ウ ス 主 義 の 主張 は，

時代 と共 に
，

また場所に よ っ て も大分幅が あ っ た こ とが 知 られ て い る 。 そ こ で
，

まず ，
オー ウ ェ ン が どの よ うな主張 を持つ 人々 と直面 して い た の か を把握 して

お くこ とが 必要 に なる 。

　オ ー ウ ェ ン は
，

ア ル ミ ニ ウ ス 主義者た ちの 問題点 を二 点挙げて い る 。

一
つ は

，

彼 ら に は 「自分 た ち を神 の 支配 か ら除外 す る 」 傾 向が あ っ た とい う点で あ り，

もう
一

つ は
， 「人 間の 本性 を

， 罪深 く， 腐敗 し
，

悪 を行 うに 賢い が 善 をす る こ

とが で きない とい うひ どい 非難か ら解放する」傾向が あ っ た とい う点で あ る％

こ こで は
， まず ，

こ の 二 つ の 点 につ い て
，

ア ル ミ ニ ウ ス 主義 者 た ちが どの よ う

な議論 を展 開 し て い る の か
，

オ ー ウ ェ ン の 叙述か ら概観 して み た い
。

　（1） 神の 支配の 限定

　オ ー ウ ェ ン の 理解 で は
， 救 い は

， 神の 永遠 の 聖定 に基 づ く選 び に よ っ て 各人

が 選 ばれ
， 予 見 と摂理 の 御業 とに よ っ て な され て ゆ くもの で あ るが

， 彼は
，

そ

れが ア ル ミ ニ ウ ス 主義者た ちの
， 「自分た ちを神の 支配か ら除外す る」傾 向に

よ っ て 脅威に さ ら され て い る と認識 して い る 。 まず彼 らは こ の 聖定理解自体 を

本来 の 姿か ら曲げて しま っ て い る とい う。 彼 らは
， 神の 聖定の 永遠性 と不変性

とを否定 して い る とい うの で あ る 。 ア ル ミニ ウ ス 主義の 代表的人物で あ る コ ル

ヴ ィ ヌ ス は
， 「神の 聖 定の 秩序 に お い て は

， 被造物の
一

つ
一

つ の 行為 に先立 つ

何か が あ り，
さ らに そ れ に 続 く何か が ある はず」で あ るが

，
「被造物の

一
つ

一

つ の 行為が 時間的で あ るの で
， そ れ に時 間 の 次 元で 続 くよ うな神の 聖定が永遠
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で ある こ とは で きない 」 と教 え て い る とい う
〔2
も言い 換 えれ ば

，
「様々 な事物

が 自由で 偶然的で あ る こ とに鑑み れ ば ， そ の よ うな事物 に 関する神の 計画は時

間的で あ り， 変動 す る もの で あ る 」
〔ll：1 とい うこ とで あ る 。 但 し ， 彼 らは こ れ に

よ っ て
， 神の 聖定自体を否定 して い る わ けで は ない

。 しか し
，

そ れ が永遠 にお

い て 既 に決定 して い る よ うな性格の もの で は ない こ とが言 わ れ
， 被造物の 時間

的 な行為が
， 永 遠の 神の 決 意に規定 され る こ とは な い とい うこ とが 言わ れ て い

るの で ある。

　そ こ か ら， 神 の 聖 定 は時 間的で ある 故に ， 初めが ある と同時に ， 人間の 変化

や 変移 に従 っ て それ が 終わ る こ と もあ り得 る と語 られ る 。 オー ウ ェ ン は
，

ア ル

ミ ニ ウ ス や その 後継者エ ピス コ ピウス の 言葉 を引用 して
， 彼 らの 理解 を明 らか

に し て い る 。 「神 の 意志 に よ る 行為 の 中 に は ， あ る 時点 で 終 わ る もの が あ

る 。 ＿＿神 は全 て の 人 間が救 わ れ る よ うに 意志 され た が ， （人 々 の ）頑 固 さや

手 に 負 え な い 悪の た め に
， そ れ を逃 し て し まうで あ ろ う」

〔416
つ ま り， 神が

，

ご 自分が 意志 した こ とを成 し遂 げる 力 を持 っ て お られ る とい うこ とが否定 され

る と同時 に
， 神の 聖定が 貫徹 され る こ と

， 即 ち聖定の 不 変性が拒 否 され て い る

わ けで ある 。

　結局 ，
ア ル ミ ニ ウ ス 主義 者が主張 して い る神 の 聖定 とい うの は

， 例 えば救い

に 関 して 言 えば
， 「も し人 が信 ず る な ら

， 私 は彼 を救 うこ とに 定 め よ う。 しか

しも しそ うで ない な ら
， 私 は彼 を滅 ぼす こ とに定め よ う」

〈「’　］， とい うよ うに
，

人

間の 状 態に よ っ て 可変的 な もの で あ る と され る こ と にな る 。 もう少 し詳 し く言

うと
， 彼 らは

， 神 の 意志 を神の 絶対的 （peremptory ）な意志 と非絶対 的 （not

peremptory ）な意志 とに 区別す る
〔6
も神が 上 述の よ うな救い を意志 され る こ と

は
， 救 い が 我 々 が 信仰 を保 つ か ど うか に賭 け られ て い る こ とに なる の で ， 非絶

対的 な意志 で ある 。 そ れ に対 し
， 信仰 を保 っ て 死 ん だか ど うかで

， 最終的に救

い か 滅 び か が 決定 され る こ とは
， その 決定が 変え られ る こ とが ない 故に

， 絶対

的な 意志 で あ る と され る 、 即 ち ，死 ぬ まで は誰 も， 決定的 に は どち らに も定め

られ ない の だ とい うこ とに な る 。 最終的 に悔 い 改め
，

そ れ を保 っ て死 に 至 る か

否か が 選 び と棄却 の 決定要 因で あ り，
そ れの み が 絶対的 な もの で あ る とい うわ
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けで あ る 。 従 っ て
， 結果 的に 審か れ 棄却 され た者た ち も

， 実は救われ た可能性

もあ っ た の で あ り， 逆に ， 救われ た者た ち も実は審か れ た 可能性があ っ た とさ

れ る ％ オー ウ ェ ン に よ れ ば ， ア ル ミ ニ ウ ス 主 義者 は こ の よ うに して
， 神の 聖

定 の 永遠性 と不変性 を否定 して しま っ て い る とい うの で あ る 。

　そ こ か ら ， 神の 予 見 （prescience）や予知 （foreknowledge ）の 教理 ， あ る い

は 摂理 の 教理 が歪 め られ
， 神 の 支 配が制限 され て い る と オー ウ ェ ン は言 う 。 ま

ず ， 神 の 予 見 あ るい は予 知の 教理 に つ い て は
，

や は り教理 自体が 否定 され る こ

とに なる わ けで は な い
。 問題は

， 自由で 偶然 的 な 出来 事に つ い て の 神の 予見 の

理解が 歪め られ て しま うこ とに ある とい う。 神 の 聖定が 変 わ りうる もの だ とい

う彼 らの 教 えは
，

人 間の 意志 の 変化 に 従 っ て
， そ こ で何が 起 こ るべ きか を考え

直す と い うよ うに発音 し直 され る こ とに な る暁 あ る い は そ れ は
， 「神 は起 こ

りえな い 様 々 な事柄 を も期待 し望 まれ る方 だ」 とい うこ と に も な る鴨 例 え ば
，

「神が イス ラエ ル か ら従順 を望 み期待 して お られ た」が
，

そ れ は起 こ り得な い

こ とで は なか っ た か とい うわ けで ある 。 彼 らは
， そ の よ うな

， 被造物 の 自由意

志 に左 右 され る よ うな ， 将来の 偶 然 的 な こ とを神 が 決定す る はず は ない とい う。

す る と
， 神 の 予見 とい うの は

，
せ い ぜ い が 人間の 意志が 自由に 変化す る こ と を

推測す る だ けの
， 不確実な予 見で ある こ とに な っ て

，
ご 白身の 不変 の 意志 を貫

くた め にあ りとあ らゆ る場合 を予知 して お られ る とい う本 来の 教理か らは相 当

に 後 退 した もの に な っ て しまうの で あ る
‘1°

し

　以上 の こ と と も関連す るが
，

さ らに
， 摂理 の 教 理が 崩 され て い る 。 摂理 は

，

聖 定 に 基づ く， 神の 外に 向か っ て の ，被造物に 対 して の 行為全般 を意味す る概

念 で あ る 。 しか し
，

こ の よ うな救い の 理 解で は
， 神の 摂 理 の 行為が

， 我 々 の 意

志 に も影響 を与 える こ とを拒否 して い る こ とに なる とい うの で あ る 。
つ ま り，

オ
ー

ウ ェ ン に よれ ば ， ア ル ミニ ウス 主 義者 た ち は
，

人間が 内的 な絶対的 自由 を

持 っ て い る こ と を前提 して お り
，

そ の 意志決定 に は神の 摂理 は影響を及 ぼす こ

とが で きな い と考 えて い る の で は ない か とい うわけで ある
（111

。 彼 ら に 従え ば
，

神 は せ い ぜ い が 望 み願 うこ と しか で きな い とい うこ と に な る
〔
糀 そ れ を オ ー ウ

ェ ン は
， 「神の 恵み と至高の 力が 傷 つ け られ る」 と表現 して い る

〔1
％ さ ら に は

，
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ア ル ミ ニ ウ ス 主 義者 た ちは
， そ こ か ら

， 人間 は神の 意志 に 抗 し得る の で あ り，

神が人 間 を救お う と欲 し意志 されて も， 人 間の 自由意志に よ っ て
， それが 挫折

させ られ る こ とがあ る と言 われ る こ と にす らな っ て い る とい うの で ある
q4

』

　こ の よ うに
，

ア ル ミニ ウ ス 主義の 主張が ， 神の 役割 を限定 し
， 救い とい う信

仰の 中核 にあ る もの を異質な もの に 変え ， 信仰全体 を崩 しか ね な い もの で ある

こ とに ， オ
ー

ウ ェ ン は 危機感 を覚えて い るの で ある 。

　（2） 人 間の 自由意志の 強調

　次 に オー ウ ェ ン は
， 彼 らが救い にお ける 人間の 役割 を過大 評価 して い る こ と

を指摘 して い る 。 まず ， 予定論 にそ れ が 顕著 に表れ て い る とい う 。 彼 らは
， 聖

定の 永遠性 を否定 した こ とか ら ， 選 びが 永遠 の もの で あ る こ と を否定す る
q
兆

また
， 聖 定の 不変性 を否定 した よ うに ， 選 び が不 変の もの で ある こ と も否 定す

る暁 む しろ彼 らは 「福音 に は
， 信仰 を保 つ 者を救うと神が 決意 され た とい う

以外の 予 定は啓示 され て い な い 」 とい い
， 「信仰は選 び に先行」 し， 「選 び の 原

因は神 の 意志 で は な く我 々 の 従 順」 で あ る とされ る こ とに なる
q7

も そ して 神 の

意志が絶対的な意志 と非絶対的な意志 とに 分け られ た こ と に対応 して
， 聖 書で

語 られ る 選 び も また ， 「完全 （complete ）な選 び」 と 「不 完 全 （incomplete ）

な選 び」 とが あ り， 死 ん だ者に 対す る 選び は 完全で
， そ れ以 外 の 者 に対 す る選

び は 不完全 で 変化の 可能性の ある もの だ とす る
q
  神 は

一
人

一
人が 信ず る か ど

うかを常 に見て お られ ， 不信仰に な れ ば棄て ， また回心す れば再び救い に 定め

る とい うの で あ る。 なお ， オ
ー

ウ ェ ン に よれ ば
， 彼 らの 予定理解 で は

， 選 び の

対象 に つ い て も問題が ある とい う。 彼 らは
， 「我々 は

， 神の 選 び が個 々 人 と し

て の い か なる個 人に 及んで い る とされ る こ とも否定す る 」 と述べ て
， 選 びが 具

体 的な個 人 に及 ん で い る こ と を否定 し ， む しろ 一一般 的人間の 選 び と理解 して い

る とい うの で あ る
q
％ 即ち ， 神が 選ん だの は

，

一
般 の 人間全体 で あ っ て

， 彼 ら

が信ずれ ば救お うとい うの が神の 決意で あ り， 具体的 に 誰か を救お うとい う決

意で は な い とい うわ けで あ る 。

　 こ の よ うに
，

オ
ー

ウ ェ ン に よれ ば
，

ア ル ミ ニ ウ ス 主 義者た ち は神の 選 び を
，
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「もし我 々 が信ずる な ら我 々 を救 う」 と定め られ た こ と と理解 し， 救 い が 人 間

の 意志に 委ね られ て い る こ と を主張する わけで あ るが ， そ うで あ る な らば ， 人

間が 自分の 内的な 力で 信 ず る こ とが 可能 で あ る こ とが承 認 され ね ば な らない
。

そ こ で
， 彼 らは

，
そ の 可能性 を妨 げる原罪の 教理 を否定 し

， 我々 の 本性が生 ま

れ なが らに 汚れ堕落 して い る と され る こ と を拒 否 しよ う とす る わ けで あ る 。 即

ち ， 本来， 救い に至 る我々 の プ ロ セ ス とい うの は
， 原罪 の 中 にあ る 我 々 が ， キ

リス トの 死 に 基づ い て
， 聖霊 に よ っ て信仰を与 えられ

， 回心 す る とい う手続 き

を踏 むわけで あ るが
， 彼 らはそ うで ない プ ロ セ ス を主張 して い る とい うの で あ

る。

　 もちろ ん
， 彼 らは

， 罪 その もの を否定す る わ けで は ない
。 原罪 を否定 し ， 罪

の 問題 を 「現行の 罪 （actual 　sin ）」 に 限定 しよ うとす る わ けで あ る 〔2°b まず彼

ら は ， 「ア ダ ム は彼 固有 の 人格 に お い て 堕罪 した の で あ り， 神 が そ の 罪の 咎 め

を幼子た ち に向け る理 由が な い 」 と して い る とい う
121
も「自分 自身の もの で な

い 罪の ため に有罪 とされ る の は
， 公平性 に 反する」 とい うわ けで あ る 。 そ の 背

後 には
， 罪 とは 意志に よ る 自発的 な もの で あ る とい う彼 らの 理解が ある 。 もし

そ うで あ る な ら
， 幼 子が こ の 世 に 生 まれ て くる とい うこ とは 自発 的な こ とで は

ない わけで ある か ら
，

生 まれ なが らに幼子に罪 が あ る とは 言えない と し ， 原罪

の 教 理 を否定す る の で あ る
〔2
％

　 こ の よ うな原罪の 否定 は
，

あ の 選 び に お け る信仰の 先行性 を正 当化す る た め

に 自由意志を積極的に認 め る こ と と密接 に関係 して い る 。 オ
ー ウ ェ ン に よ れ ば

，

ア ル ミニ ウ ス 主 義 の 主 張 の 根底 に は
， 「全て の 人 は生 まれ なが ら に して キ リス

トとその 福 音 とを信 じる力 を持 っ て い る」
幽

とい う主 張が あ る とい う。 「全 て

の 人 は信 じる 力 ， 救い に 預か る力 を持 っ て お り， それ は本性 の 中に ある」
（24］と

い うわけ で あ り， そ の 力 を 「自由意志 （free　wil ）」 と呼 ん で い る 。 我 々 は 聖霊

に従 う自由もあ れ ば
， 聖霊 に抗す る 自由 もあ る とされ

， 回心 す る 自由 も回心 し

ない 自由 もある とい うの で あ る 。 さ らに は
， 神の 御心 に 沿う善 き業 を行 う力 も

持 っ て い る とい う｛2s ）
。 そ し て ， 信 仰 が 神 の 御業 で あ る と さ れ る の は ， 単 に

，

「神が 我 々 にそ れ を求め て お られ る」 か らだ とい うの で ある
〔26
も
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　こ の よ うに ， オ ー ウ ェ ン に よれ ば， ア ル ミ ニ ウ ス 主義者た ちは
， 原罪 を否定

し ， 人 間の 本性 に おけ る汚 れ を認め な い わけで あ る が
，

しか しその こ とは ，そ

こ に留 ま らず ，
キ リ ス トの 死 の 意味 とい う， 信仰 に と っ て 中核的な事柄 ま で を

も変えて しま っ て い る こ とが 指摘 され る 。 ア ル ミニ ウ ス 主義者た ちに と っ て
，

キ リス トの 死は ， 選 ばれた者 たちの 罪か らの 救い を現実的 に また 完全 に成 し遂

げた もの で は あ り得 な くなる 。 何故 な ら
， 救い に は我々 の 自由意志に よ る 信仰

が 要求 され る か らで あ る 。 そ うで は な く， 「潜在的 な ， 条件 的 な和解で あ っ て
，

現実的な ， 絶対的な もの で は ない 」 とい うよ うに
， 我 々 が救われ る た め の 条件

を整 えた に過 ぎな い もの と され る蹴 言い 換 えれ ば ， 神が ， 我 々 を救うこ とが

で きる力 を獲得 され た 出来事 と理 解すべ きだ と い うの で あ る 。 しか もそ れ は ，

全 て の 人 に 向け られ た もの と理解 される
12
  先述 の 通 り， 彼 らの 理解 に よれ ば

，

神は
， 個 々 人 とい うよ りは む しろ

一 般 的 に人 間を救うこ とを意志 され た の で あ

り， 我 々
一

人
一

人 が信 ず る よ うに な るか を見 て お られ ， 信 じた 者の み を最終的

に救 う と され る の で ある か ら
，

キ リス トの 死 は全て の 者に 向け られ て い なけ れ

ば な らな い とい うの で ある 。

　しか しそ うす る と
， 彼 らが い う 「信仰」 とは

一
体 どの よ うな もの に な るの で

あろ うか 。 こ の 場合の
， 我々 に 要求 され る信仰は

，
まず第

一
に ，

キ リス トの 死

に よ っ て 与 え られ る もの で は な い とい う 。 あ る い は
， 聖霊の 助 けに よ っ て

， 即

ち神の 助 け に よ っ て 与え られ る神の 賜物で は ない とい う。 もしそ うで ある な ら ，

信仰が救い の 「条件」 とされ る はずが ない か らだ とい うの で あ る
〔2
％ む しろ そ

れ は神か ら命 じられ た もの で あ っ て ， 我 々 が 自分で 得 な けれ ばな らない もの で

あ る とされ る 。 しか も
，

そ の 信仰 とは
， 「キ リ ス トに 対す る信仰 」 で は な い と

す らい う。 神が全て の 者を救うこ とを意志 され た とい う時 ， それ は天 地 創造以

来 の 全 て の 人 々 が意図 され て い る の で あ り， 旧約時代の 人 々 も含まれ る と彼 ら

は言 う。 す る と
，

キ リス ト以前に は キ リス トへ の 信仰 や キ リ ス トを知 る こ とは

あ り得ず ， 従 っ て
，

キ リス トへ の 信仰が 要求 され て い る の で は な く， 「
一

般的

信 仰」が 求め られ て い る とい うこ とに な る 。 例 えば
，

ロ ー マ の 信徒 へ の 手紙四

章で ア ブ ラハ ム の 信仰 に つ い て 言及 され て い るが ，
そ こ に は

， 明示 的 に も暗示
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的 に も， わか る よ うな仕 方で キ リス トに つ い て の 記述 は な され て い な い し
， ま

た
， 異邦 人 とユ ダヤ 人 とで は 契約 に つ い て の 啓 示 の 仕方が異 なるが ，

い ずれ も

救い か ら除外 され て い ない こ と もそ れ を支持 して い る とい うの で ある
〔：
 

　以上の よ うに ， ア ル ミニ ウ ス 主義者た ち は
， 原 罪 を否定 し， 人間の 完全 な 自

由意志 を積極的に認 め て 選び の 原因を人 間に帰す こ とで
， キ リス トの 十字架の

死 の 意味 を矮小化 し ， 変質 させ て い る とい うの が ， オ
ー

ウ ェ ン の 理解 な の で あ

る 。

2．オ ー ウェ ン に よ る ア ル ミニ ウス 主義の 克服

　以上 我 々 は
， オー

ウ ェ ン が ア ル ミ ニ ウ ス 主義 を どの よ うに 理解 し
，

ど こ に問

題 点 を見 出 して い た か を
， オ

ー
ウ ェ ン の 記述 に 従 っ て 概 観 した 。 そ こ で 次 に

，

我 々 は
， そ の 問題点 をオー

ウ ェ ン が どの よ うに 克服 しよ う と して い るか に つ い

て 検討 して み た い
。

　（1） 神の 意志 と人 間の 意志との 関係 に つ い て

　（a＞ 聖 定の 永 遠性 と不 変性の 擁護

　 ア ル ミニ ウス 主 義 は聖 定の 永遠性 と不 変性 と を否定 して し ま っ て い る とい う

の が ， オー
ウ ェ ン の 理解で あ っ た 。 しか し彼 は

，
こ の ア ル ミニ ウス 主義者た ち

の 見解 を批判 し， 聖定 の 永 遠性 と不 変性 を取 り戻 そ うと して い る
。 まず永遠性

に 関 して 言 えば
， 彼 は

，
ロ ー

マ 9 ：1ユと
，

エ フ ェ ソ 1 ：4 「天地創造の 前か ら

わ た したち を選 び」 とい う御言葉 に注 目する 。
こ れ らの御 言葉に従えば

， 永遠

の 神の 意志 として の 選び が ある とい うの が 聖書の 主 張で あ り，
ア ル ミ ニ ウス 主

義 の 主 張は 明ら か に こ れ に 反 して い る とい うの で あ る
〔
醜 また 彼 は

， 「神が

我 々 を選 ぶ こ とを永遠に聖 定され た とい うの は
， 神 は

， 時間 の 中 で 我 々 を救 う

こ と を意志 され た とい うこ と と同 じで あ る」 と言 うこ とで
， 救済の 行為が 時 間

的で あ る こ とは
，

そ の 意志 の 永遠性 と矛盾 しない とも語 り， 聖定の 永遠性 を擁

護 す る の で ある
1：
靴

　
一
方 ， 聖定の 不 変性 に 関 して は

， 第
一

に
， 神の 全能性の 観点か らア ル ミニ ウ
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ス 主義 を退 けて い る
圃

  も し ア ル ミ ニ ウ ス 主 義 の 言 う通 りで あ る と した ら ，

「神は 意志 され た こ とを どん な困難 の 中 で も成 し遂 げる 力 を持 っ て い る こ とを

否定す る こ と」
（ll41・

に な り， 神の 全能性 を否定す る こ と につ なが る こ と を指摘す

る 。 しか し
， 「全能 な る 神」 とい うの は 聖 書 の

一
貫 した 主張で ある 。 従 っ て ，

神の 全能性 を真剣 に 考え る な ら
， 人 間が 時 に不信仰 に陥 る か ら とい っ て ，神の

永遠 の 救い の 決意を否定 して し ま う必 要は な く， 神が変化す る お方 （mutable ）

で ある とい う必 要 もない とい うの で あ る 。 ま た 同様 に ， 神の 本質 とい う観点か

ら も ，
こ の 主張 は補強 され て い る 。 彼 の 理解 で は

，
「神の 意志 とい うの は ，神

が そ の 本 質か ら離れ て意志 され る わけで は ない 」 とい うよ うに ， 神の 意志 と本

質と は 分離 され るべ きで は ない とい う
〔
塊 す る と

， 神の 意志 を可 変的で あ る と

す る こ とは
， 「不変」 とい う神の 本 質 に矛 盾す る こ とに なる とい うわ けで あ る 。

第二 に ， 「神の 予 見」の 教理 の 観点 か らも聖定 の 不変性が 擁護 され て い る 。 前

章で 述べ た よ うに ， 聖定 の 不変性 の 否定 は
， 神 が 予見され る お方で あ る こ とを

も弱め て い た 。 しか しオ ー ウ ェ ン は
， 「彼 の 業 は 初め か ら全 て 神 に 知 られ て い

た」 （使徒言行録15 ：18 新共同訳 で は
， 「昔 か ら知 らされて い た こ とを行 う主」

とい う よ うに ， 違 う解釈 に よ っ て 訳 され て い る ） とい う御言葉 に よ っ て
， 「神

は 全 て を永遠 に お い て 聖定 され 」， 「全 て の 業 は 初め か ら神 に 知 られ て い る」，

つ ま り神は 変わ る こ との ない 決 意に よ っ て 行為さ れ ， そ こで 起 こ る全て の こ と

を予 見 して お られ る とい うよ うに
， 神 の 予見 の 教理 を積極的 に肯定す る こ とで ，

そ れ を根拠に ， 彼 らに 反論 しよ う と して い る の で あ る暁

　（b） 隠 れ た る意 志 と啓 示 され た意志 の 区別 に よ る ， 摂理論 の擁護

　オ
ー ウ ェ ン に よ れ ば

，
ア ル ミ ニ ウ ス 主義 者た ち は ， 神の 摂 理 に 人間が 抗 し得

る と主張 し
， 神の 摂 理 を低 く見積 も っ て い た 。 そ れ は

， 我 々 が ，神の 永遠 の 変

わ らぬ 決 意に よ る選 び に よ っ て 救わ れ る とい う事実を脅かす 。 しか しオ
ー

ウ ェ

ン は
， 神の 意志 を 「神の 隠れ た る 意志 （secret 　will　of 　God ）」 と 「啓示 され た神

の 意志 （revealed 　Will　of 　God ）」 とに 区別す る こ とで
， 神の 意志 を人 間は 妨 げる

こ とが で きる とア ル ミ ニ ウ ス 主義 者 た ちが 主張 して い る こ とに 答え ， 摂 理論 を

擁護 し よ うと して い るの で あ る 。 彼 に よ れ ば
， 神 の 意志 は御言葉 と出来事 とを
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通 して 明 らか に され るが ， そ の 意志 に は先述 の 二 種類が あ る とい う。 彼の い う

「神の 隠れ た る意志」 とい うの は
， 神の 聖 定の こ とで あ る 。 そ して

， 「啓示 され

た意志」 とい うの は，神 が 我 々 に求め て い る事柄が そ の 内容 で あ る とい うの で

あ る
／137：

』我々 が 直面す る の は
， まず こ の 啓示 され た 意志で あ る 。 そ こ には

， 教

え （precept ） とい う仕方で
， どの よ うに す る こ とが 神 に 喜 ば れ る 道 で あ る の

か が 示 され て い る 。 しか し ， 我々 は罪の 故 に
， それ をす る こ とが しば しば で き

ない し ， 神 は それ を予 め 知 っ て お られ ， 許容 （permit ） され る 。 けれ ど も ， そ

れ に も関 わ らず ， 神の 隠 れた る 意志 は 貫徹 され
， 成就 され る とい うの で あ る 。

例 えば，創世記22章 で
， 神が ア ブ ラ ハ ム に

，
イサ ク を献 げ る よ うに 命 じる の は

，

啓示 され た 意志 で あ り， そ こ に は神へ の 従順 の あ り方が 示 さ れ て い る 。 しか し ，

最後に そ れ をさせ ない の は
， 神の 隠 れ た る意志で あ り， イサ ク を犠牲 に す る わ

け に ゆ か ない とい う神の 聖定が その 摂 理 に よ っ て 貫か れ る と説明 され る わ けで

あ る
〔
腕 つ ま り，

ア ル ミ ニ ウ ス 主義者た ちが ， 神の 意志 に抗 しうる と主張 して

い る の は
，

こ の 「啓示 され た 意志」 に つ い て の 事柄で あ っ て
， 隠れ た る 意志 ，

即 ち神の 聖定 に関す る もの で は な く， 神の 摂理 が 人 間に完全 に抗わ れ て しまう

と言 うべ きで はない とい うの で ある 。

　（c） 第
一

原 因 と第二 原 因の 区別 に よ る偶然 性 の 理解 と神 の 摂理

　と こ ろ で ， 聖定 の 永遠性 や 不変性の 否定， 神の 予 見 の 教理 の 弱体化 ， 神の 摂

理や 予定論の 後退 とい うア ル ミ ニ ウ ス 主義の 傾向は ， 偶然性の 問題 と密接 に 関

連 して い た。
こ の 問題 に つ い て

， オー ウ ェ ン は どの よ うに考 えて い る の だ ろ う

か 。 彼 は こ こで ， 第源 因 （first　 cause ） と第二 原因 （secolld 　cause
，
　or　i  e −

diate　cause ） を区別する とい う因果論 を導入す る 。 それ に よ っ て
， 例えば我 々

の 信仰や ， 我々 が ある行為 を今 日す る か 明 日す る か とい うよ うな
一

見偶然 的 に

見 え る事柄 は
， 神の 聖 定が 不 変的で あ る こ とを否定 しない と彼は 言う。 まず全

て は偶然的な こ とも含め て
， 第

一
原 因 と して は神 の 聖 定 に 由来す る 。 しか し，

それ は
， 神の 聖定に 不確定 要素が ある とい うこ とで は ない

。 そ うで は な く ， 偶

然 的 な こ と も含め て
，

全 て は神 の 予 見の 範疇 にあ る 。 だか ら
， 「も し人が 盗 人

の 手 に落ちる よ うな こ とが ある とす れば
， そ れ もまた神の 意志だ と結論 づ ける
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ジ ョ ン
・
オ

ー ウ ェ ン に お ける ア ル ミ ニ ウ ス 主義の 克服

こ とが で きる」
鞭 と語 られ る

。 そ の 偶然性は
，

や は り神の 予見 の もとに あ るが ，

しか し第二 原 因 と して
， 我 々 の 意志 は 自由で 変 わ りや す い とい う原 因が あるか

らだ とい うの で あ る
曳4°b 例 えば

， 我 々 は ある
一

つ の こ とで も ， 今 日する か 明 日

す るか とい うこ とや ， する か ど うか と い うこ と さえ本 人 の 意志 に よる もの で あ

り， その 我 々 の 側 の 第二 原 因の た め に偶然的で あ っ た りす るわ けで あ る 。

　つ ま り，
オ ー ウ ェ ン に よれ ば

， 神は
， 我 々 が そ の 意志 に よ っ て 不信仰 に 陥 っ

た り， また立 ち帰 っ た りす る可能性が ある こ とを予期 して お られ る が
，

全て は

神の 予 見の 範 囲内で あ り， 神 は そ の よ うな可 能性 をご存 じの 一ヒで ， 永遠 に お け

る神の 聖定 に よ っ て 我々 を選 び
， 救い に定め た とい うこ と に な る の で あ る 。 従

っ て ， 選 び につ い て も，
ア ル ミニ ウス 主義の よ うに

，
全て は 我々 の 自由意志 に

か か っ て い る とい う よ うな ， 不 確 定 要素 を含 む もの で は な くな る 。 そ して
，

我々 の 自由意志 に よる 偶然性 に 関 わ らず ，
選 ば れ た 者は神 の 全能に よ っ て 救い

が 実現 される こ とが決 ま っ て い る とい う予定論が こ こ か ら展開 され得 る 。

　とこ ろ で ，
こ の こ と と も関連す る が

， 彼 は， 第
一 原 因に 属す る神の 摂理 に つ

い て もア ル ミ ニ ウ ス 主義 の 主 張 を批判 して い る 。 それ は
， 神の 摂理 ， 即 ち第

一

原因が ， 我 々 の 意志 ，
つ ま り第 二 原 因 に 影響 を及ぼ し得る か ど うか とい う問題

で あ る 。
ア ル ミニ ウ ス主義 の 主張 に よれ ば

， 神の 摂理 は
， 人 間の 意志 に作用す

る こ とはで きな い と され て い た 。 しか し
，

オ
ー ウ ェ ン は ， 聖 書は そ う理解 して

い ない と論駁す る 。 例 えば箴 言 16 ：1 「人 間 は 心構 え をす る 。 主が 舌 に 答 え る

べ きこ と を与 えて 下 さる」 とあ る よ うに
，

「彼 （神）の 摂理の 働 きは
， 人の 心

や 意志で す ら， 彼 （神）が 意志 され る 方へ と向 け る 効果 を持 っ て い る」 とい う

の が神の 摂 理の 正 しい 理解だ とい うわ けで あ る
〔41

』 こ の よ うに ， 彼 は
， 第

一
原

因と第二 原因 とを 区別す る こ とで
， 我々 の 自由や偶然的出来事の 可能性 を確保

しつ つ
， 同時 に ， 第二 原因 に

， 第
一

原 因で あ る神の 意志 と摂理 とが 影響 を及ぼ

し得る こ とを前提 し， 第
一一一

原 因を乗 り越 え る よ うな無制約的 な偶然性や 自由で

な い こ と を保持 して い る の で ある 。

（2＞ 人間の 力 とキ リス トの 死 の 意義に つ い て
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　 （a） 選 びに 関 す る問題 に つ い て

　 さて
， 以上 を踏 まえた上 で ， オ

ー
ウ ェ ン が 予定の 教理 を どの よ うに擁護 し よ

うと して い るか を
，

三つ の 観点か ら見て み よう 。 第
一

に
， 聖定 の 永遠性 の 観点

か ら， 信仰 が選 び の 条件 に は な り得 ない こ とが 論ぜ られ て い る 。 例 えば ，
エ フ

エ ソ 1 ：4
，

ロ ー マ 9 ：11− 12
，
IIテ モ テ 1 ：9の よ うな聖書箇所 に よ れ ば ， 「世界

が形作 られ る前 に な され た 永遠 の 聖定 に よ っ て
， 我 々 は生 まれ る 前 に

，
そ して

善 や 悪 を行う前 に選 ばれ る 必要が ある」
1［4L／　1／

こ とが指 し示 され て い る とい う。
つ

ま り， 選び もまた 永遠 に 由来する とい うわ けで あ る 。 す る と
， 我々 が 関わ る こ

とは 全 て 時間的 な もの で あ り， また 全 て の 原 因 （cause ） は その 結果 （effect ）

に 先立 つ はず で あ る か ら ， 我 々 の 善き行い は選 び とい う永遠 の 事柄 の 原因に は

な り得ない こ とに な っ て
，

ア ル ミ ニ ウス 主義者た ちが主張す る よ うな選 び の 理

解 は 成 り立 た な い こ とに なる 鰍 ， む しろ
， 例 えば 「わた しは ヤ コ ブ を愛 し

，
エ

サ ウ を憎 ん だ」（ロ ー
マ 9 ：13） と語 られ る よ うに

， 選 び は神の 自由な恵み に

よる もの で は な か っ たか とい うわけで あ る暁 しか も ， 後述 す る 原罪の 理 解か

らす る と
， そ もそ も我 々 の 中 に見 られ る の は罪 と悪 だけで しか ない

。 また
， 大

体 ，
も し彼 らが 言 うよ うに 最後 まで 信仰 や 従順 を保持 し続ける こ とが選 び の 原

因で ある な ら，
こ の 生 にお い て 誰 も自分が 選 ば れ て い る とは 言 えない こ とに な

ろ う。 しか し
， 聖書 は

，
マ タ イ22 ：14 「選 ば れ る人 は少 な い 」，

24 ：22 「神 は

選 ばれ た人 た ちの た め に
， その 期 間 を縮め て くだ さ るで あ ろ う」 ，

24 ：24 「で

きれ ば
， 選 ば れ た人 た ちを も惑わ そ うとす る か らで あ る」の よ うに 明 らか に

（少な くともオ ー ウ ェ ン は こ れ らの 箇所 をそ う理解 して い る の だが ），
この 生 に

お い て既 に選 ば れ て い る 者が ある こ とを語 っ て い る 。 その 点 に も矛盾す る こ と

に なる とオ
ー

ウ ェ ン は言 うわ けで ある
［・
　
’1
　
e5
　
’3

　第二 に ， 聖 定の 不変性の 観点 か ら もオ
ー

ウ ェ ン は ア ル ミ ニ ウ ス 主義の 予 定論

を批 判 して い る 。 彼 らは
， 死 ん だ 者 に 対 す る 選 び を完 全 な選 びで あ る とい い

，

それ 以外の 者の 選 び は不完全 な選 びで あ る としたが
， その よ うに二 つ に分 け ら

れ る もの で ある の か と問 うの で あ る 。 む しろ
， 聖書 は 「

一
つ の 不 変の 聖定」 を

語 っ て お り ， 厂彼 が 選 ん だ 者 を栄 光 へ と失敗 な く方向付 ける こ とに 関 して の
，
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ジ ョ ン ・オー ウ ェ ン に お ける ア ル ミ ニ ウス 主義の 克服

一
つ の 目的 ，

一
つ の 予知 ，

一
つ の 善 き喜び （pleasure ）， 神 の

一
つ の 聖 定」 を

語 っ て い るの で あ っ て
， 予定が 「変 わ らな い もの （constant ）」で ある こ とを

指 し示 して い る と彼 は考 える
：
塊 す る と

，
ア ル ミニ ウ ス 主義者 た ちの 予定理解

は 明 らか に矛 盾 して い る で は ない か とい うの で あ る 。

　さ らに は， 選 びの 対象 とい う視点か ら も，
ア ル ミニ ウ ス 主義の 主張の 論駁 が

試み られ て い る 。 ア ル ミニ ウ ス 主義 の 主張で は
， 選 び は ，特定の 者が 意図 され

て い る の で は ない と され た
。

一
般的に 人間全体 が 意図 され

，
そ の 中で

， 自らの

力で 信仰 を保 ち従順 を保 っ た者が 最 終的 に選 ば れ る とい うわ けで あ る 。 しか し，

そ れ で は
， 選 び は あ るが 選 ばれ た者は ない とい うよ うな

，
プ ラ トン 的抽象主義

に な る の で は ない か とオ ー ウ ェ ン は 言う
（4
％ そ れ に対 し聖書 は

，
選 ば れ た者が

「少 な い 」 （マ タ イ20 ：16）で あ る とか ，
ロ ー マ 11 ：5 「現 に 今 も

， 恵み に よ っ

て 選 ば れ た者が 残 っ て い ます」，
IIテ モ テ 2 ：19 「主 は御 自分 の 者た ち を知 っ て

お ら れ る」， 使徒13 ：48 「永遠 の 命 を得 る よ うに 定 め られ て い る 人 」，
ロ ー マ

8 ：39 「わ た し た ち を」， 黙示 録21 ：27 「小 羊の 命の 書 に 名が 書い て あ る 者」

とい うよ うに
， 明 らか に

，
選 ば れ る者が ある こ と を語 っ て お り， しか も特定 の

者が選 ば れ る こ と を語 っ て い る
14

  従 っ て
，

ア ル ミ ニ ウ ス 主 義の ような予定理

解 は退 け られ る とす る の で あ る 。 そ して そ の 結果 ， 彼 は
， 「世界が 形作 られ る

前に
， 神御自身の 善 き喜 び か ら ， 神は ある 特定 の 人 間を選 ん で罪 と悲惨か らの

自由 に 定 め
， 恵み と信仰 を与え

， 彼 ら をキ リス トに 与 え
， 神の 栄光の 恵 み を讃

える た め に
， 永遠 に 続 く祝福へ と至 らせ る」 とい うよ うに 具体的個人 の

， 永 遠

に して 不変の 選び を語るの で あ る眺

　（b） 原 罪 の概念 の擁護

　 こ こ に
， 選 び の 原 因を人 間 に 帰す こ と を拒 否す る とい うオ

ー ウ ェ ン の 基本

姿勢 が 明 らか に な っ て い るが ， それ で は
， 彼 らの 根拠 とな っ て い た原罪の 否定

や 自由意思 の 問題 に つ い て は どの よ うに考えて い る の だ ろ うか 。

　ア ル ミ ニ ウ ス 主義者た ちは
， 罪 は 自発 的に悪 を行 うこ とで ある と し，従 っ て

，

生 まれ なが らの 幼子 に は罪が な い と して ， 原罪の 教理 を否定 した 。 しか し ， そ
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れ が 完全 な 自由意志 を認 め る こ とを支え
，

キ リス トの 死の 意味 を変 質 させ て い

た わ け で あ る 。 しか しオ
ー

ウ ェ ン は
，

こ の 彼 らの 理 解 に 真 っ 向か ら反対す る
。

まず ， 彼 は 原罪の 教理 を確立 させ る こ とに取 り組 んで い る 。 教 会の 教理 に よ れ

ば ， 罪 とは ， （1）人間の 本性 の 破壊で あ っ て ，遺伝 的 な もの で あ り， （2）洗礼

を受けた後 さえ も神の 律法に そ ぐわ ない こ とで あ り， （3）神 に 反 して
， 悪 に染

ま っ て い る こ とで あ り， （4）神の 怒 りと審きとに 価す る こ とで あ る と理解 して

い る と彼は 説明 して い る
［・
　
，
’
，（）
　
・U こ の 視点か ら，彼 は ア ル ミ ニ ウ ス 主義者 た ちの 主

張 を論駁 して ゆ く。 オー ウ ェ ン が特 に 注 目す る の は
， 罪 とは何か とい う根本的

な点に お ける理解 の 違い で ある 。
ヨ ハ ネに よ れ ば

， 罪 とは
， 自発 的 に何 か を し

て い る こ と とい うよ りは ， む しろ規 則か ら逸脱 して い る こ とで あ り， 本性 の 中

に神の 律法 と調和 しな い 部分が あ る こ とで あ っ て
，

つ ま り， 我 々 の 本性が 問題

に な っ て い る とオ
ー

ウ ェ ン は 言う鴨 即 ち ， 原罪 とい うの は
，

ア ダム 以来 人間

全 て の 本性の 欠陥の こ とで あ り， 彼 らが言 うよ うな
， 特定 の 人 間の 行為や 事柄

が 問題 に な っ て い る の で は な い と い うわ けで あ る 。 だ か ら こ そ ， 聖 書で は
，

「だ れ で も生 まれ 変 わ らなけれ ば
， 神の 国 に 入 る こ とは で きない 」（ヨ ハ ネ 3 ：

5 ） と まで 言 わ れ て い た の で は な い か と彼 は指 摘 す 6 ‘・s2 ：6 そ して
，

も し仮 に
，

生 ま れ なが らに 自発 的 に罪 を犯 して い る の で は な い と して も ， 自発的に律法を

逸脱する習性 か らは 自由 に な っ て い な い の で は ない か と オー ウ ェ ン は 彼 ら に 疑

問を投げか け ， また
， 自発 的 とい うな ら，我 々 も こ の 本性 ， 神の 像 の 破壊 の 故

に 自発 的 に 律法か ら外 れ て い る で は な い か とす ら言 うの で あ る 。
こ の よ うに

，

彼は まず，
ア ウグ ス テ ィヌ ス の原罪論 を積極的に擁護 して い る 。

　（c） 自由意志の 理解 に つ い て

　こ の よ うに原 罪論 を擁 護す る こ とは ， 当然 ，
ア ル ミニ ウ ス 主義 にお い て 自由

意志が 積極的に 認 め られ て い る こ とへ の 批判 へ と接 続 す る こ とに なる 。 た だ
，

オ
ー

ウ ェ ン は
， 自由意志 の 存在そ の もの を否定 して い る わ けで は ない

。 「我 々

は 自由意志 など世界 にない 作 り話 で あ る かの よ うに ， 絶対的 に 自由意志 に 反対

す る の で は な く，

ペ ラ ギ ウス や ア ル ミニ ウ ス が 語 っ た よ うな こ と に反 対す る意
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ジ ョ ン ・オ ー ウ ェ ン に おけ るア ル ミニ ウ ス 主義 の 克服

味で 述べ て い る の で あ る」
啣

と語 っ て い る 。 まず彼は
， 「罪に あ る 状態 ， 再生

され て い ない 状態」 とい う言葉 を しば しば使 い
， 救い に あずか っ た者 と

， 生 ま

れ なが らの 者 との 区別 を して い る 。 ア ル ミニ ウ ス 主 義の 第
一

の 問題点 は
， 「生

まれ なが らの 者」 に 「自由意志 に よる 神へ の 従順」 を認め て い る 点 だ とい うわ

けで あ る 。 そ うい う主張 をす る こ とは
， 「神の 摂理か らの 自由」 を意味す る こ

と に な り， 「神 の 確実 な予 見 ， 力 あ る 予 定 ， 福 音 の 道徳的効力 ， 恵 み の 注 入
，

聖霊 の 有効 な働 き とい っ た もの 全 て を無 にす る こ と に なる」 とい う
1　「）　’t：

』

　彼は ， 先の 原罪の 問題 か ら ， 自由意志 の 限界 ， あ る い は そ れ 自身が抱 えて い

る問題性 を指摘 して い る 。 彼に よ れ ば
， そ もそ も我 々 は 「そ の 本性が 罪 に 死 ん

で お り， 神 の 恵み を受ける準備 を自らす る こ とがで きず ， 少 しの 信仰の 余地 も ，

神 に 向 き直る余地 も残 され て い な い 」
［「’：））

状態 に な っ て い る とい う。 「生 まれ な

が らに して （神の ）怒 りの 子で あ り， 過 ち と罪 とに 死 んで い る」（cf．エ フ ェ ソ

2 ：1− 3 ）u そ れ故に ， 我 々 の 魂の 能力は 全て ， 「本当 に 善 きこ とをす る の に 使

い 物に な らず」，理解力は くら くされ て い る とい うの で ある 。 さ らに は
， 我 々

の 意志 も罪 に捕 らわ れ て お り， 「罪 の 奴隷」（ヨハ ネ 8 ：34） と言わ ざる を得 ず ，

意志は 「暴虐 （tyrant）に 従う自由」で しか ない と彼は 指摘す る 。 即 ち 自然の

人間 （natural 　man ）の 持つ 自由意志 とい うの は
， 善 きこ とを意志で きず ， そ

もそ もそ の 善 きこ とを知 らず
，

そ して
， 善 きこ とをで きな い の み で な くそれ に

対す る 敵意 （enmity ）す ら持 つ もの で ある とい うの で あ る 。

　 ア ル ミニ ウ ス 主 義者 た ちは ， こ の 自由意志 を信仰の 原 因に して い たわけで あ

るが
，

こ の 原罪理 解か ら言 えば
， 信仰 を興 し うる よ うな もの で あ り得 ない とい

うの が オー
ウ ェ ン の 主張で ある 。 しか しそ もそ も， 自由意志が い か な る もの で

あ っ た と して も ， 信仰の 原因な どに は 論理 的 に な り得 ない とす ら彼は 語 っ て い

る 。
ヨ ハ ネ 1 ：13で 「こ の 人々 （そ の 名を信 じる 人々 ） は

，
血 に よ っ て で はな

く， 人 の 欲 に よ っ て で もな く， 神に よ っ て 生 まれ た の で ある」 とあ る こ とか ら

す れ ば （また ， 3：6も参照 して い る ）， 「信仰や 悔い 改め
， 従順 とい っ た神 に 喜

ばれ る霊 的 な行為 とい うの は
，

超 自然 的 な もの 」で あ る とい う。 そ して そ うで

ある とす れ ば ， 「超自然的な行為 の た め に は ， そ れ を作 り出す 力 も同時 に超 自
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然的 で あ る 必要 が ある」が ， 厂我 々 の 自由意志 は 自然 的 な能力」 で あ る ため に

そ れ に は 当た ら ない とい うわ けで あ る
（
醜 従 っ て

， 彼 に よれ ば
， 人が信 じ ， 神

に喜ばれ る行為 をす る に は ， 神の 恩恵 ， あ る い は神の 共働 （concurrence ）が

絶対不 可欠 で ある こ と に な る 。 「恩恵 な しに は い か なる 善 もな しえない 」の で

あ っ て
， もしその 第

一
原因を人間や天使 に帰 して しまうと した ら ， そ れ らを神

に して しま うこ とに な り， 同時 に
，

ア ダム の 堕罪 を否定 して しまうこ とに な る

とい う、， 結 局彼は ， 自由意志 に つ い て こ うい う表現 を して い る 。 「行為の 内的

原理 は行動的で あ り自由で ある 。 しか し ， それは
，

よ り勝 っ た外的主体 （out −

ward 　superior 　agent ） に 影響 され ない と い う こ と を意味 しな い 」
〔57｝

。 確か に

我 々 は外 的強制 や 内的必 然性か ら 自由で あ り， 行為 に対 す る 意志や 統治の 自由

を持 っ て い るが
， それ は 神の 摂理 （ある い は聖 定）の 下で で あ り， そ れ に従属

する もの で ある
，

とい うわけで あ る 。

　 しか しその よ うに ， 自由意志が 信 仰の 原 因で な い ならば
， 信仰 は どの よ うに

理 解 され る べ きなの だ ろ うか 。 確か に
， 信 仰 は神 に よ っ て 命 じられて い る義務

（duty）で もあ る とオー
ウ ェ ン は言う

1
醜 しか し同時に ， 「神は

，
わ た したちを

キ リス トにお い て ， 天 の あ らゆ る 霊 的 な祝福 で 満 た して くだ さい ま した」（エ

フ ェ ソ 1：3） とい う御言葉 を根拠 に して
， 信 仰は 同時に ， 神 の 賜物 で あ り， 祝

福 に よ る もの で あ っ て ， キ リス トの 故 に与 え られ る もの だ と聖書は 理解 して い

る とい うの で あ る
（5
％ 即 ち ， 信仰 は何 よ りも， 神が 選 ん だ者 に 与 える 賜物 で あ

り， 聖霊 の 働 きに よ っ て 興 され る もの だ とい うこ とで あ る 。
つ ま り

， 信仰が 選

び の 原 因で ある の で はな く，
む しろ

， 選 びが 信仰の 原 因で あ る とい うわ けで あ

る 。 そ して
，

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス が 言 うよ うに
， 「我 々 が何 か をす る と き， そ れ

は確か に 我 々 が す る の で あ る
。 しか し

， 我 々 が その よ うに す る 原 因は
， 神にあ

る」 とい うこ とが信仰に つ い て も当て は まる とい うの で ある
〔
鴨

　しか し問題 は
， 信仰が キ リス トの 故 に 与え られ る もの だ と して も， そ の キ リ

ス トの 死の 意味が変質させ られ て い る とい う事実が ア ル ミニ ウス 主義に はあ っ

た とい うこ とで ある 。 そ こ で 次 に
， 信仰 の 根拠 に もな っ て い る キ リス トの 死 の

意味 につ い て
， オ

ー
ウ ェ ン が どの ように論駁 して い るか を見て み る こ とに し よ

154

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

ジ ョ ン ・オー ウ ェ ン に おけるア ル ミ ニ ウス 主義 の 克服

う。

　（d） キ リス トの死 の 対象 と 目的に つ い て

　まず ， キ リス トの 死が 単に救 い の 条件を整 えた にすぎない とい う彼 らの 主張

に対す る， オ
ー

ウ ェ ン の 反論 か ら検 討 しよ う 。 ア ル ミニ ウ ス 主義者た ち は
，

キ

リス トの 死 は
， それ に よ っ て 神が我 々 を救 うこ とが で きる力 を得た 出来事で あ

り
， 信ず る者が 救わ れ る 条件が整 えられ た 出来事だ と して い た 。 しか し

，
そ れ

で あ れ ば
， 厂キ リス トは我 々 を贖 っ た とい うよ りは神 を贖 っ た こ とに な っ て し

ま う」 の で は ない か とオー ウ J一ン は指摘す る
Sii5

む しろ 聖書は
，

キ リス トの 死

に よる現 実的な贖 い を語 り，
こ れが 我 々 に対す る完全 な贖罪の 出来事で ある こ

とを伝 え て い た で は な い か とい うわ けで あ る
1
暁 それ を補強す る た め に

，
オ ー

ウ ェ ン は二 つ の こ と を指摘 して い る 。

一
つ は

，
キ リ ス トの 十字 架 は

， 我 々 の 罪

を罰する た め と聖書で は語 られ て い る が ， も しこ れが 完 全な贖罪で な く， 信仰

を 自由意志 で 得 られ な か っ た者が棄却 され る の な ら
， 神 は 同 じこ とで 二 度 罰す

る とい う不公正 なお方 に な っ て し まうの で は ない か とい うこ とで あ る
6
鰓 そ し

て もう
一

つ は
， 卜字 架の 死 は

， 天 に お ける 執 り成 しの 意味 が あ る とされ て い る

が
，

こ の 自分 自身 を捧 げ られ た 方 の 奉献 の 完 全性 を認 め ない な ら
， 執 り成 し自

体を無意味だ と言 っ て い る こ とに なるの で は ない か とい う こ とで ある
刪
も い ず

れ か らも， オー ウ ェ ン は
， キ リス トの 死 に よ る 贖罪 の 完 全性 を引き出 して い る 。

つ ま り，
キ リ ス トの 死 は

， 「世 の
一 人一 人の 罪全 て を 贖 うの に 十分 な意義 を持

っ て い る」
嚇

の で ある 。

　次に
，

キ リス トの 死が向け られ た対象に つ い て の オ ー ウ ェ ン の 議論に 目を向

ける こ と に し よう 。 ア ル ミニ ウ ス主義者 た ち は
，

キ リス トの 死 は 人間全体 に 向

け られ た と して い た 。 しか しそれ に対 し， オー
ウ ェ ン は

， 神の 永遠の 聖定 に よ

っ て 選 ばれ た者 に の み 向け られ て い る とい うの で ある 。 確か に 聖書は
， 「全て

の 者」「世全体」 の た め に キ リス トは死 ん だ とい うよ うに
，

全 て の 者 の た め の

キ リス トの 死 とい うこ とを語 っ て い る。 けれ ど もオ
ー ウ ェ ン に よ れ ば

， それ は
，

「全 て の 信 仰者」「全 て の 種類 の 人々 」「ユ ダヤ 人だ けで な く異邦人 も」 とい う
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意味 で 用 い られ て い る とい うの で あ る
16
％ 実 際 ， 「子 は あ なた か らゆ だ ね られ

た 人すべ て に 」 （ヨ ハ ネ17 ：2 ） とい うよ うに
， 選 ば れ た者が キ リ ス トの 死 の

対象 と され て い る と読 むの が 自然だ とい うわ けで あ る 。

3．オ ー ウ ェ ン の立場

　以 上 の よ うな ， 『ア ル ミニ ウ ス 主義の 叙述 』で 論 じられ て い る ア ル ミ ニ ウ ス

主義 の 立 場 は
， 実際の 彼 らの 主張 よ りもや や 極端 に理解 され て い る との 指摘 も

あ る が呪 オ
ー

ウ ェ ン の 立 場 を よ く表 して い る 議 論 で あ る よ うに も思 わ れ る 。

最後 に
，

こ の 彼の 議論か ら， オ
ー ウ ェ ン の 立 っ て い た神学的位置 を簡単 に考察

して お きた い 。

　（1） 神 の 意志 と人 間の 意志

　神の 意志 と人 間 の 意志 との 関 係 は
， 特 に ア ウ グス テ ィ ヌ ス に よ る ペ ラ ギ ウ ス

論 争以 降 ， 常 に 重 要 なテ ーマ とな り続 けて きた 問題 で あ る 。 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス

とペ ラ ギ ウ ス
，

ル ター とエ ラ ス ム ス
，

ア ル ミニ ウ ス 主義とカ ル ヴ ァ ン 主義とい

う よ うに ， そ の 論争 は 常に続 い て きた 。 問題は
， 信仰 の 中 に ， 人 間 の 自由意志

を どの よ うに位置づ ける こ とが で きる の か とい うこ とで あ る 。 人 間の 意志 を低

く見積 も り
，

こ の 世 の 全 て の 事物 を神の 意志 と摂 理 と に 帰 して し ま う こ とは
，

決定論的に な る 可能性 が あ る 。 その 場合 ， 人間の 生 は 自由を失う。 その
一
方で

，

人間の 自由意志 を過度 に強調す る こ とは
，

ア ル ミニ ウ ス 主義 者 た ちが陥 っ た よ

うに
， 神 の 支 配 を見失 うこ と に な り ， 人間 を 自律的で あ る とす る こ とに な り，

あ ま りに偶 然的 に 世界 を見過 ぎる こ とに なる 。

　 こ の 問題 に つ い て
，

オー ウ ェ ン は
， 第

一
原 因 ， 第二 原 因 を区別す る とい う仕

方で
， 神の 支配 を根底 に据 えつ つ

， その 中で 人間の 自由 を位置づ ける 道 を選択

して い た 。 こ の 彼の 立場 に つ い て 若干の 考察を加 えて お こ う 。

　 まず第
一

に
，

こ の 彼 の 立場 は
， オ

ー ウ ェ ン は 直接 それ に 関 わ っ て い な い もの

の
，

こ の 著作 の 直後 に 制 定 さ れ る こ と に な る ウ ェ ス ト ミ ン ス タ
ー

信仰 告 白

（1647年） と同 じ線 で ある と言 っ て よ い で あろ う。 ウ ェ ス ト ミ ン ス タ ー信 仰告
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ジ ョ ン ・オーウ ェ ン に お け るア ル ミニ ウ ス 主義の 克服

白で は
， その 第三 章 「神 の 永 遠の 決定 に つ い て 」で

， 「神 は
， 全永遠 か ら ， 自

身の 意志 の 至賢 ， 至 聖 な る分 別 に よ っ て
，

生起す る すべ て の こ とを
， 自由 に ，

不 口∫変 的に ， 決定 した もうた 。 しか もその こ とに よ っ て ， 神 は
， 罪の 作者で あ

る こ とな く， 被 造物 の 意志 に 向 け られ た暴力 で あ りた も うこ と もな く， 第二 原

因の 自由ある い は偶然性 は 取 り除か れる こ とな く，
む しろ確立 され る」 と され

て い る 。
こ れ は ， オ

ー
ウ ェ ン の 見解 と全 く一 致す る 。 また ， 聖定の 永遠性 と不

変性 を主張する 形態 も，
ウ ェ ス トミ ン ス タ ー信仰告白と同 じで あ る と言 っ て よ

い
i6

 

　こ の よ うに ， 彼 は 第
一 原 因 と第二 原 因 とを区別する こ とで

， 特 に我 々 の 信 仰

の ような
一 見偶然 的 に見 え る こ とを含め て

，
全 て を神の 聖 定 と予見 との 許 に 置

きつ つ
，

しか しそ の 偶然的な こ とにお ける 自由や 被造物の 変わ りや す さ とい う

要因 は排除 しな い で
， 狭義の 意味で の 決定論 に な る こ とを防 ぎ ， 同時 に ， 神 に

人間の 罪 の 原 因を帰す こ とを も防 い で い る とい え よ う ，， そ して 同時 に ， 神 の 永

遠の 中に 不確定要素が 入 り込 むこ とを も防い で い る の で あ る 。

　 しか し ， 問題 は
， 第

一一原因 と第二 原 因 を区別す る こ とだけで ない
。 山田園子

の 指摘 に従 えば
，

同 時代の ア ル ミニ ウス 主義 者で あ る ジ ョ ン ・グ ッ ドウ ィ ン も

また
， 第

一
原因 として の 神 と第二 原因 と して の 被 造物 とを区別 して い た が

， 救

い の 理 解は ア ル ミ ニ ウ ス 主義 的で あ っ た とい うの で あ る
1

眺 山田 に よれ ば
，

グ

ッ ドウ ィ ン は
， 「神は

， 人 間 も含 め すべ て の 事物の 存在 ， 構 成原理や 能力 を定

め
， 創造 したが ，

こ れ らの 第二 原 因の 働 きを絶対 的 ， 必然的に 決定は しな い
。

神 は人 間の 意志 に ，善悪 ど ち らで も 『そ れ 自身の 運動 と行動を選ぶ 』自由 を 与

えた」 と理解 して い る とい う。 そ こ か ら
， 第

一
原 因 と第二 原 因 と を区別 し，部

分的に はその 関係 を認め つ つ も ， そ して
， 神 との 「共働」 とい う言い 方 を しな

が ら も， 結果的 に ， 人 間の 自由意志 に よる 救い を語 っ て い る とい うの で あ る
。

　 つ ま りむ しろ
，

ア ル ミ ニ ウ ス主 義 との 決定的 な違い は ， 第
一

原 因 と第二 原因

との 関 わ りの 理解に あ る と言 っ て もよい
。 ある い は 歴 史的 に は

， 人 間が 神 と協

同 して 救 い を獲得す る とい う神 人協力説 もしば しば提起 され て きた 。 そ の 場合

は
，

人 間の 側 に救い の 根拠 を持つ 疑義が 払拭 され ない 可能性が あ り得る 。 オ ー
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ウ ェ ン は 先述 の 通 り，第
一

原 因 と第二 原因 との 関係 とい うま さに この 点に 踏み

込 ん で 議 論 して い る 。 彼 は
， 我 々 の 意志 に つ い て

， 「全 て の 外的強制か ら 自由

に され て い る が ， 神の 摂理 に 従 属 して い る 」
「
阻　また ， 「行為の 内的原理 は 行

動的で あ り自由で あ る 。 しか し
， それ は

，
よ り勝 っ た外的主体 に影響 され な い

とい うこ とを意味 しない 」 とい うよ うに ， 第「 原因の 自由を認 め つ つ も
，

しか

し神の 摂理が第二 原因で あ る 人 間の 意志 に も作用 し うる こ と， また ， そ の 全て

を予 見 して お られ る こ とを確 保 して お り， さ ら に ， 「共 働」 とい う言葉は 用 い

る もの の
，

い わ ゆ る神人協力の 考 え方で は な く， 第
一
原因 と して の 神の 働 きの

絶対的優位 を語 っ て お り， そ の 点 が 重要 だ とい うこ とで あ る 。 だが こ の 両者 の

違 い に は
， 原罪論が 深 く関連 して い る こ とは 明 白で あ ろ う。 オ

ー
ウ ェ ン に よれ

ば ， 人 間は その 罪 の 故 に
， 自由意志 に お い て は悪 を選 び取 る こ と しか で きず ，

善 きこ とを意志 で きない ばか りか
， 善 きこ と 自体 を知 らない とされ て い た わ け

で あ る。 その ような自由意志で は
， もしグ ッ ドウ ィ ン らア ル ミニ ウス 主義者た

ち の よ うに独 立 した 第二 原因を語 る こ とに な れ ば
， 信仰 を選 び取 り， 救い を獲

得する こ とは不可能で ある。 それ は神の
， 具体的に は 聖霊 の 働 きに よ らね ば な

らず ， 神の 永遠 の 不 変の 意志 に基 づ か ね ば な らな い わ けで あ る 。

　従 っ て
，

ア ル ミニ ウス 主義 の 主 張を退 ける に は
，

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス 的な原罪

論に 堅 く立 っ た上 で
， 第

一
原因で あ る神の 聖定 と摂理 とに 基づ く神の 恩恵が 全

て に 先行する こ とを主張せ ね ば な らない
。 だが

， 神 の 恩恵 が先行 す る と語 る だ

けで も不 十分で あろ う。 恵み の 選 び が先 に あ り，
さ らに 神の 予 見の 教理 を支持

して もなお
， 「あ る者 を ， 信ず る よ うに な るで あろ うと予 知 して 選 ん だ」 とい

う主張が 出て くる 余地が ある 。
こ れ で は

， 信仰 が選 びの 条件 に な り，
ペ ラ ギ ウ

ス 主義的 な側 面が 払 拭 され ない こ とに な る 。 しか しオ ー ウ ェ ン は議 論の 中で
，

こ の 見解 に つ い て も触れ ， は っ きりと否定 して い る
〔71
も オ ー ウ ェ ン は 実 に注 意

深 く，
そ の よ うな考え得る問題あ る地点 を避 けつ つ

，
こ の よ うな主張 を して い

るわ けで ある 。

　こ の よ うに
， オー

ウ ェ ン は ， 神の 支配 の 絶対 的優位 を擁 護 し ， 人間 の 側 に救

い の 根拠が 置か れ る 余地 をで きる だ け注意深 く排 除 して い る とい っ て よ い だ ろ
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ジ ョ ン ・オ
ーウ ェ ン に お ける ア ル ミニ ウ ス 主義 の 克服

う 。 しか し， その
一

方で ， なお決定論 に 陥 っ て し まうこ とな く， その 中で
， 第

1原 因 と して の 人 間の 自由意志 を認 め て い る点 に も注意 して お く必 要が あ る 。

先述 の 通 り， 彼 は
，

人間の 自由意志 を認 め るが
，

生 まれ なが らの 者の 場 合 と
，

再生 され た者の 場合 とで 分けて 考 えて い た 。 そ して ， 生 まれなが らの 者は
， 意

志が 罪 の 奴隷 とな っ て お り，悪 を選 び取 る こ と しか で きな い とされ て い た 。
い

わゆる ル タ
ー

が言 うよ うな 「奴隷意志」 の 主張で ある 。

一
方で

， 彼は 別の 書で
，

「再生 され た 人 間」 に つ い て は区別 して 語 っ て い る
〔7
兆 彼は しば しば IIコ リ ン ト

3 ：17の 「霊 の お ら れ る と こ ろ に 自由が あ る」 とい う言葉 を引用 して い る が
，

そ の 際 の 自由 とは
， 我 々 の 意志が ，

こ の 罪へ の 奴隷 と され た とこ ろ か ら自由に

され る こ と と され て い る の で あ る 。 再生 は
，

キ リス トの 霊 の 内住 に よ る と彼 は

言 い ， そ れ は
， 洗礼 と関連づ け られ て い る

〔
陛 そ して ， 聖 霊 は キ リス トの 霊 で

ある故 に
，

キ リス トの 人格 との
一

致 が起 こ る 。 その た め キ リス トの 心 を知 る こ

とに な り， それ故 ， 自由 に神 の 事柄 を意志 し選ぶ 自由が 与え られ る （あ る い は

回復す る ） こ とに な る とい うわ けで あ る 。

　（2） 贖罪の 対象の 問題

　次に
，

キ リス トの 死 に つ い て
，

ア ル ミ ニ ウ ス 主義 が全 て の 人 に 向け られ て い

る とい う，
い わ ゆ る 普遍的贖 罪 の 立場 を取 っ て い る の に 対 し

，
オ

ー ウ ェ ン は
，

キ リ ス トの 死 は選 ば れ た 者の み に 向け られ て い る とする い わ ゆ る限定的贖罪の

立 場 に立 っ て い た こ とに 目を向 けたい
。 こ の よ うな限定 的贖罪の 立場 に立 っ て

い た こ とは
， 彼 が カ ル ヴ ァ ン 主義 の 影響 を受 けて い る こ とが 明 らか に な っ て い

る と言 っ て よ い だ ろ う  ，

　 しか しア ル ミニ ウ ス 主 義 の よ うに
， 普遍 的贖罪 を主張 しつ つ

， 実際 に選 ば れ

る者が限 られ る こ とを主張す る こ とは
， 深刻 な問題 を引 き起 こす よ うに思 わ れ

る 。 そ れ は
，

ポー ル ・ヘ ル ム も指摘 し て い る ように
，

キ リス トの 十字架に よ る

贖罪 と救済 とが 別 々 の こ と と して 乖 離 して しま うとい う問題で あ り， 「キ リス

トの 贖い 主 と して の 統
一

性」即 ち 「キ リス トの 地上 に お ける 死 と天 上 に お ける

執 り成 し との 間 に
， 鋭 い 裂 け 目」が で きて しまう とい う問題で あ る

（75：b あ るい
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は
， 十字架の 贖罪の 不完全性 が疑わ れ る こ とに なる で あろ う 。 そ こ か ら，

ヘ ル

ム は
， J．1．パ ッ カ

ー
の 言葉 を引用 して い る 。 「も しわ れ われ が

， 例外 な しの 全

て の 人 の た め の 刑 罰的代理 を唱 え よ う とす れ ば
， 普遍 的救い を結論づ け る か

，

そ れ とも
，

こ の 結論 を避ける た め に
，

だれ に対 して も代 理が もつ 救 い の た め の

有効性 を否定 しな けれ ば な ら ない 」鴨 もしキ リ ス トの 死 に よ る 贖罪 の 完 全性

を認め
， 同時に 普遍的救済 を主 張す る の で あれ ば

，
キ リ ス トの 死 は

， 棄却され

た者た ちに は何の 効果 もな か っ た こ とに な っ て しまい
， 矛盾が 生 じる こ と に な

る 。 そ こ か ら， 彼 らは キ リス トの 贖 罪 の 完 全性 を 否定す る に至 っ た の で あ る 。

そ して オ
ー

ウ ェ ン は む しろ
，

こ の キ リス トの 十字架の 死の 重大性 を認識する 故

に ， 贖罪の 完全性 を保持 し
， それが 向け られ た対 象 を制限す る 道 を選 ん だ と言

っ て よ い の で は ない だ ろ うか 。

　 しか しこ の よ うな
， 十字架の 死 を普遍 的に 理解 しつ つ

， 選 ばれ る者 を 限定 す

る とい う主張は しば しば な され る もの で あ り，

ヘ ル ム に よれ ば
，

ほ ぼ 同時代 に

現れ た フ ラ ン ス の ア ミロ ー 主義者 た ち も ， 「キ リ ス トは すべ て の 人の た め に 死

なれ たが
，

聖霊は
， 神の 聖定にそ っ て

，
キ リス トの 御業を選 びの 民 だ けに 適用

する」 と主 張 した と い う
17
％ 山 田 に よ れ ば

，
ア ミ ロ ー は

， オ
ー

ウ ェ ン と同様 ，

そ して そ れ は恐 ら くル タ ー が 主張 した 「隠れ た る 神」 と 「啓示 され た 神」 と を

区別す る 流 れ を受 け た もの で もあ ろ うが
， 神 の 意志 を隠 れ た る意志 と啓示 され

た 意志 とに 区別 した 。 た だ
，

そ の 内容 は オ ー ウ ェ ン の 場 合と異 な り， 啓示 され

た 意志 は 「万 人の 救い を願 う」 意志 で あ り，
キ リス トの 贖罪 の 業 に示 さ れ た と

い う。　
・
方 ， 隠れ た る 意志 は

， 絶対的 な意志 で あ り， 「キ リス トに よ る 普遍 的

な し ょ く罪 の 業の 恩典 を ， 聖霊 をつ うじて
， 信 じる 者 ， 選 ばれ た 者だ け に 適用

する 」 もの で あ る とい うの で ある啾 ， しか し， こ の 場合， キ リス トの 御 業 と聖

霊 の 御業の 対象が 異な っ て お り， 言 （Word ） と霊 （Spirit） との 分離に つ なが

る 恐 れ が あ る の で は な い だ ろ うか
17
％ だ が

，
オ ー ウ ェ ン は

， 「三 位
一

体 の 外 に

向か っ て の 業は 分け られ な い （opera 　trinitatis　ad 　 extra 　sunt 　 indivisa）」 とい う

改 革派 の 教理 を積極的に擁護す る た め鴎 そ の よ うな主張をする こ とは で きな

い
。

こ の こ とは
， 「全て の 者」 の た め にキ リス トが 死 なれ た こ と を指 し示 す聖
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ジ ョ ン ・オー ウ ェ ン におけ る ア ル ミニ ウ ス 主義の 克服

書の 言 葉 を文 字通 り解釈せ ず ， 「全て の 信仰者」「全 て の 種類の 人 々 」「ユ ダ ヤ

人だ けで な く異 邦人 も」 と限定 的に理解 して い た こ とと関係 して い る の で は な

い だ ろ うか 。
い ずれ に して も ， オー ウ ェ ン は

，
キ リ ス トの 死 に よ る 贖罪 の 完 全

性 と ， 限 定的贖罪 とを ，
こ の よ うな仕方で 併置する の で ある 。

結 　語

　以上 概観 して きた よ うに
，

オ
ー

ウ ェ ン は
， 当時 イ ギ リス 国内で 勢い を増 して

い た ア ル ミ ニ ウ ス 主義の 主張 に 対 して ， 神の 支配を どの よ うに理解す るか とい

う側 面 と
， 人 間 を どの よ うに 理 解 す る か とい う側 面 とか ら反論 を試み て い た 。

そ れ に よ っ て
， 無制約的な 自由意志 の 理解 を拒否 し

， 救 い の 確 か さとキ リス ト

の 死の 意義 を再確認 す る こ とで ， ウ ェ ス ト ミン ス タ ー信仰 告 白に 表され る こ と

に な る
， 教 会が告白して きた カ ル ヴ ァ ン 主義的な信仰 を守ろ うとした わけで あ

る 。 但 し
， 彼の 主張の 根本に ある第

一
原因 と第＝ 原 因 との 区別 な どは ， 果 た し

て 事物 をそ の よ うに 二 元化 して 考える こ とで 説明 しきれ るの か どうか とい う問

題は残る で あ ろ う。 また， 今 日の 神学 にお い て
，

こ の よ うな 区別で 説明 され る

こ とが あ ま りない とい うこ とは示唆 的で ある よ うに も思 われ る 。 しか し今 日 も

また 自由意志の 強調の 問題は常 に様々 な形で現 れて お り， その 意味で
，

そ れ が

信仰全 体 に 及 ぼ し うる影響 をオ
ー

ウ ェ ン の 論 述 か ら理解 し ， また原罪論の 重要

性 を確認す る こ とは大 きな意味が あ るで あろ う。

　とこ ろ で
， 聖霊に よ る信仰 ， 回心 とい うプロ セ ス と関係す る彼の 「再生 され

た者」 の 自由意志理 解 は
， 当然 ， 聖 霊論的 に な らざる を得な い

。 従 っ て ， 彼の

聖霊論 と 自由意志論 との 関わ りが なお探求 され な けれ ば な ら ない
。 また

， そ れ

が キ リス トの 死と結 びつ き， 三 位
一

体なる神の 聖定 に 基 づ くとい うこ とを加味

すれ ば
，

三位
．一

体論的な 自由理 解へ の 糸口 になる 可 能性 が あ る 。
こ の 点に つ い

て さ らに研究 を深め て行 きた く思 う。
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（22） 当然 ，
こ の よ うな罪理 解 は ， ア ダム の 堕 落前の 状態に つ い ての 理 解 も変質させ

　　る こ と に な る 。 ア ル ミ ニ ウ ス 主 義者た ちは
， 幼子 は 原初 の ア ダ ム と同 じ状態 で あ

　　る とい うが ， 罪 を犯 すこ とは な い に して も， 「罪へ の 傾 向は持 っ て い る」 とされ

　　るた め
， 堕落前の ア ダム の 完全性 が否定 され る こ とになるか らで ある 。 また， そ

　　れ は
， 神の 創造の 完全 性 を否定す る こ とに もな りかねない

。 その こ とをオ ー ウ ェ

　　ン は視野 に入れて い る 。 ibid．
， p．82ff．

（23）　　ibid．， p．122

（24）　　ibid，， p．118

（25）　な お
，

こ の 点で オ ーウ ェ ン は
，

ア ル ミ ニ ウ ス とペ ラ ギ ウ ス 主 義 との 連続性 を見
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