
Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一 82

宗教改革者の サ ク ラメ ン ト論

一
ロ ー マ 書 4章 11節 の 釈 義 か ら

出　村 　　彰

序

　神学 思想史 に お け る 「神 の 義」 の 研 究 や ， 独 自の 視 点 か ら の カ ル ヴ ァ ン 伝 な

ど で ， 鋭 い 切 り 口 を うか が わ せ る 著書 を ， 次々 と公 に し て い る ア リス タ ー ・

E ・ マ ク グ ラ
ー

ス （Alister　E．　McGrath ） は
， 旧著 Reformation　Thoerght：、An

In　troduction （1980）に お い て ， プ ロ テ ス タ ン ト神学 の ア キ レ ス 腱 が 礼 典 論 を

含 め た 教 会 論 に あ る と断 じ ， 厳 し い 問題 提 起 を試 み た 。 す な わ ち ，
マ ク グ ラ

ー

ス に よ る な ら ば ， カ ト リ ッ ク 神学が 可視的 ・歴 史的継続性 を重 視 す る と こ ろ か

ら， 周知 の よ う に 礼典論 に お い て は ex 　 opere 　 operato を採 用 し た の に 対 し，

い わ ゆ る急 進 派 宗教 改革 は不 可 視性 ・天 来性 ・主観 性 の 重 視 か ら ， そ の 礼典 論

に お い て も， 極端な ex 　opere 　operantis に 陥 っ た 。
こ の 間に あ っ て 「官憲的

宗教改 革者 た ち は ，
こ れ ら二 つ の 相対 立 す る見解 の 中間 に そ の 立 場 を求 め よ う

と した 。 し か し彼 ら は そ こ か ら
， 著 し い 非整 合性 に 巻 き込 まれ る 結果 と な っ

た 。

… … も し も初期の 宗教改革者 た ち が 恩 寵論 と聖 書論 に お い て 説得力が あ っ

た と す れ ば ， 彼 ら は そ の 割 に は ， 教会論 と礼典論 に お い て は 脆 弱 だ っ た と 言 え

よ う」 （117頁）。 こ れ は容易 に 聞 き過 ごす こ と の 出来 な い 主張で あ る 。

一
般 に

宗教 改 革 と は端的に 教 会 改 革 で あ っ た し， 改革者 た ち が
一

様 に 拒絶 した の は
，

カ ト リ ッ ク教会 の 聖 秘跡体系 だ っ た と考 え られ て い る か らで あ る 。 プ ロ テ ス タ

ン ト神学 は ， 教 会論 と礼典論 に お い て こ そ 不整 合で 薄 弱だ と い う マ ク グ ラ ー ス

の 発 言 は ，
こ の よ う な 通 説 と は正 面 か ら対 立 す る か の ご と くで あ る 。
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　純然た る 客観性 を重 く見 る 「事効論」 が ， 主 体的 な信仰告 白を 無 に す る危険

を含 む こ と は 言 う ま で もな い
。 中世 教 会 史 を

一
瞥 す る だ け で も ，

こ の 種 の 誤 っ

た 客観 主義 が
， 教会 の 倫理 ・道 徳 面 で の 頽 廃 を招 い た 事実 は 否 定 しが た い で あ

ろ う 。 例 え ば ， 1439年 の フ ィ レ ン ツ ェ 公 会 議 に お い て 発 せ ら れ た 教皇 エ ウ ゲ ニ

ウ ス 4 世 の 大 勅 書 が 想 起 さ れ る 。 そ れ に よ れ ば ， 「洗 礼 が 効 力 を もつ 根本理 由

は 聖 三 位 一 体 で あ り… … 聖 三 位
一

体 へ の 呼 び か けに よ っ て 秘跡 は 成就 す る 」 の

で あ る か ら ， 「危 急 の さ い に あ っ て は ， 単 に 司 祭 ま た は助祭 が 洗 礼 を施 し う る

だ け で は な い
。 俗 人 ， 女 性 ，

い な 異 教 徒 や 異 端 で さ え ， 教 会 の 定 め る言葉 （フ

ォ ル マ ） を 用 い
， 教 会 の 為 す と こ ろ を為 さ ん とす る か ぎ り ， 同 じ く洗 礼を施 し

う る の で あ る 」
1）

。

　念頭 に 置 か れ て い る の が ， 例 え ば 出産 に 際 し て の 緊 急 洗 礼 で あ り ， し か も

「教会 の 為 す と こ ろ を為 さ ん とす る 」， す な わ ち 救 い に 至 ら し め る と い う教会 の

意 図 に 沿 っ た 洗 礼 で あ る と し て も，
そ の 執行者が 非正 統 な 異端 ，

い な非 キ リス

ト教 徒で さ え も ， 洗礼 は有効 だ と す る こ の 大勅書 の 立場 が
， 宗 教 改 革 者 た ち の

厳 し い 批 判 を 浴 び た の は 当 然 で あ る 。 こ こ で は た だ
一

例 だ け ， メ ラ ン ヒ トン を

引挙 す る こ と に し よ う 。 メ ン ラ ン ヒ トン は 聖 礼 典 が 「信 仰 を 目覚 め させ
， 樹 立

し ， 確認 す る手段 」 （instrumenta ，
　per　quae 　fides　excitatur ，

　erigitur 　et 　confir −

matur ）で あ る か ら に は
， 「ス コ ラ 学 者 た ち の か の お ぞ ま し くか つ フ ァ リ サ イ

的 な 見解 は退 け ら れ る べ き で あ る 。 彼 ら は 聖 秘跡 は ex 　opere 　 operato に … 一・

人 間 を 義 と し ， 罪 の 赦 し を 得 さ せ る と空 想 す る （qui　 figunt　 sacramenta 　 ex

opere 　operato 　sine 　bono　motu 　utentis 　iustificare　homines　et　mereri 　remis −

sionem 　peccatorum ）」 か ら で あ る と 断 言 す る （後 述 第 2 章  参 照 ）。 し か も こ

の 発 言 は ， 本 小 論 の 主 題 を な す ロ ー マ 書 4 章 11節 そ の もの に 加 え た 注解 に お い

て で あ る 。

　 他 方 ， 「人 効 論 」 に つ い て も ， 宗 教 改 革 者 た ち は 同 じ よ う に 「信 仰 の み ， 恵

み の み 」 の 大原理 へ の 背戻 を見 た 。 こ こ で もた だ
一

人 ， ツ ヴ ィ ン グ リの 再 洗 礼

派 に 対 す る 批判 を 聞 くに 留め よ う 。 元 来 ， 「人効論」 そ の もの が
， 礼典 の 「執

行 者」 の 個 人 的 資質 と礼 典 の 効 力 と の 関 わ りを 問 う ドナ ト ゥ ス 論争 に まで 遡 る
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こ と は 言 う ま で もな い が
， 宗教 改 革 期 に お い て は ， 少 な くと もツ ヴ ィ ン グ リ と

再洗礼派 との 対論 に お い て は
， 執行者 よ りは 「受領者」の 個人 的資質が 論議 の

対 象で あ っ た 。 洗礼 の 受領者た る 乳 児 が
， 自覚的信仰 とい う資質 ・条件 に お い

て 欠落 が あ るの か ・な い の か が 問わ れ た こ と に な る 。
ツ ヴ ィ ン グ リの 批判の 要

点 は ， 『騒乱 の 原因 を作 り出して い るの は 誰か
。 真 の 騒乱者 は 誰 か 。 さ らに

，

人 は い か に し て キ リ ス ト教 的
一 致 と 平 和 に 達 し 得 る か 』 （va7elche　 ursach

gebind　ze 　 ufruren ．　 x（elches 　die　 waren 　 zafrurer 　 sygind ．　 Und 　 wie 　 man 　 zu

cristlicher 　ein 　igheit％ η 4 加 礁 η feommen　m δge　ZW 　III，355ff，） に お い て 展

開 さ れ て い る 。 こ れ は 「信 仰洗 礼」 が 実際 に 執行 さ れ る以前で あ る と して も ，

「官憲的宗教改 革 亅と 「徹底的宗教改革」の 係争点 は す で に 明 白 と な っ て い た

1524年12月 に 公 刊 され た 文 書で あ る 。 も っ と も，
こ の 文 献 は全体 と して は カ ト

リ ッ ク 側 か らの 福音主 義批判 に 対 す る抗弁 に ほ か な らな い が ， そ の 中で 第四 の

種類 の 「騒乱者」 と し て ， す なわ ち 「福音 を 憎 む べ き もの と す る 」徒輩 と し

て
， 後 の 再 洗 礼 派 が 挙 示 さ れ ， 彼 らの 自己 義 認 が 厳 し く断罪 さ れ る 。

ツ ヴ ィ ン

グ リに よ る な らば，

一
言 に し て 彼 ら は 「福音 を禁圧 し， 律法 の 行 な い に よ る義

（iustitiam．．．ex 　operibus 　legis） を再 び持 ち込 み ， 善行 に よ る義 を再 現 し よ

う と し て い る」 と総 括 され る 。 要 す る に ， そ の 内実 が 何 に せ よ ， 個 人 的資 質 を

義認の 根拠 に し よ う とす る 姿勢 は 修道士 根性 に ほ か な らず ， 福音 の 本質 か ら隔

た る こ と は な は だ し い 。

　以 上 ， メ ラ ン ヒ ト ン とツ ヴ ィ ン グ リの 僅 か 二 例 に す ぎ な い が
， 宗教改革者 た

ち が 「事 効 論 」 お よ び 「人 効論」 に 対 峙 した 姿 勢 を 垣 間 見 た 。 しか し真 の 問い

は こ こか ら始 まる 。 カ ト リ ッ ク の 事効論 ， 急進派 の 人 効論 を共 に 退 け る 福音主

義 宗 教 改 革 に は ，
ど の よ うな 立 場 が 残 り得 る の か ，

マ ク グ ラ ー ス が い み じ くも

言 い 切 っ た よ う に
， 改 革者た ち が こ れ ら両 論 の 厂間の ど こ か 」 に 立 場 を求 め よ

う と した とす れ ば， 果た して 彼 らは論 理 的整合性を保ち得た で あ ろ うか
。 も し

も肯定 的 に 答 え る と す れ ば ， そ れ は ど こ に 求 め られ る の か 。 前 置 きが 長 くな っ

た が
，

こ の 小論 の 意図 す る と こ ろ は ， 礼典 論 成 立 の 「場 」 と し て の 共 同 体論

を ，
ロ

ー マ の 信 徒 へ の 手 紙 4 章 の 釈 義 を手掛 か り と し て 探 索 し ， 特 に 顕 著 に
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「改 革 派 的 」 と思 わ れ る 理 解 を指 摘 し よ う とす る と こ ろ に あ る 。

　1994年秋 ，
エ デ ィ ン バ ラ で 開催 さ れ た 国際 カ ル ヴ ァ ン 学会 で ， 筆者 は 1525年

刊行 の エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス と ，
1540年刊 行 の カ ル ヴ ァ ン の 二 つ の ロ ー マ 書 注

解 の 対 比 を 試 み る 2 時 間 半 の 演 習 を 担 当 し た が
2 ’

， そ の 翌 年 ， デ ュ
ー ク 大 学の

ス タ イ ン メ ッ ツ 教 授 （David 　 C．　 Steinmetz） が 出 版 し た Calvin　 i？1　 Context

（Oxford） は ，
コ ン テ ク ス ト， す なわ ち ， 歴 史的 ・同時代的 な 聖 書釈義史の 文

脈の 中で
，

カ ル ヴ ァ ン の 注 解 を 見直 そ う とす る試 み と して ， 大 い に 啓 発 的 で あ

り， 裨益 す る と こ ろ も多大 で ， 筆 者 の 視点が ま っ た くの 見当外れ で な い こ と を

実証 して くれ た 。 も っ と も著者 は そ れ ぞ れ 章 を立 て て ， ア ブ ラ ハ ム お よ び タ マ

ル を め ぐる解 釈史の 中 で の カ ル ヴ ァ ン を論ず る が
， 内容 的 に は こ の 小 論 の 基 本

的 関 心 と は 重 な り合 わ な い し， 別 の
一 章 「カ ル ヴ ァ ン と ル タ ー 派 の 批判者 た

ら」 も， 手 法的 に は近接 し て い な が ら も ， 焦 点 が 異 な っ て い る の で ， ス タ イ ン

メ ッ ツ の 独 自性 に は敬 意 を表 し な が ら も ， 直接 に 負 う と こ ろ は多 くは な か っ た

と付記 しな け れ ば な ら な い
。

　 以 下 の 本論 は 大 き く 2部 か ら成 る 。 第 1 部 は ，
ロ ー マ 4 章 11節 を 2 人 の 改 革

者 ，
エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス とカ ル ヴ ァ ン が ど の よ う に 注解 し た か と い う報 告 で

あ る 。 両者の ロ ー マ 書 注解 の 全体 的 な対 比 は ， 拙論 「二 つ の ロ マ 書注解　　カ

ル ヴ ァ ン と エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス 」
3 ） で 試 み た が ， 本小 論 で は い っ そ う焦点 を

狭 くし て 鮮明 度 を上 げ よ う と努 め た
。

ま た
，

上 掲 の 拙論 で は ，
こ の 2 人 以 外 の

ロ ー マ 書 注 解 ，
こ と に 4 章 11節 へ の 言及 は ま っ た くな さ れ な か っ た 、， そ れ が 第

2 章 の 課題 で あ る 。 同時代 人 の ロ
ー

マ 書 注解 コ ピ ー の 入手 に 際 して は ， ラ ン カ

ス タ ー 神学校 の 教 会 史担 当 ジ ョ ン ・ ペ イ ン （John　Payne ） 教 授 に 負 う と こ ろ

多 大 で あ っ た 。
エ ラ ス ム ス の 解 釈 論 に つ い て 優 れ た 著 作 を持 つ ペ イ ン 教 授 の 快

い 援助 に ， 深 い 謝意 を表す る もの で あ る 。

第 1 章 エ コ ラ ン パ ー
デ ィ ウ ス と カ ル ヴ ァ ン ロ

ー マ 4 ・11を め ぐっ て

（1） 二 つ の ロ ー マ 書 注 解 の 宗教 改 革 史的 意 義

1525年秋 ，
そ れ ま で 在住 し た 修 道 院 を脱 走 同様 に し て 抜 け 出 した エ コ ラ ン パ
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一 デ ィ ウ ス は ， よ う や く の 思 い で バ ー ゼ ル に 辿 り着 く。
バ ー ゼ ル は か つ て の

日 ，
エ ラ ス ム ス の 協 力 者 と し て 原典 ギ リ シ ア 語 新 約 聖 書 の 出版 に も携 わ っ た 第

二 の 故郷 とで も言 うべ き土 地 で あ っ た が ， 1523年 の 復活節 か ら始 ま っ た イザ ヤ

書講 解 説教 は 多 くの 聴 衆 を集 め ， 終 了 か ら ほ ど経 ず し て 印刷 ・ 出版 さ れ た 。 次

に 公 刊 さ れ た の が ロ ー マ 書 注 解 （／nEpistolam 　Pauli　 ad 　Rhomanos ， 1525）

で ， 翌 年直 ち に 版 を 重 ね て い る と こ ろ か ら も ， そ の 好評 ぶ りが 察 知 さ れ る 。 そ

の 標 題 ．4dnotationes　 d　loanne　OecolamPadio　B αLgiliae 　Praelectaeか ら， 本来

は 聴衆 を前 に し て の 公 開講義 で あ っ た こ と が 知 ら れ る 。 い ず れ に し て も
，

バ ー

ゼ ル の 福音 主義教 会 改 革 は 1529年 2 月 の 聖 像 破 壊 暴 動 を き っ か け に して 一 気 に

進 捗 し， す で に 福音 主 義 に 転 じて い た チ ュ
ー リヒ や ベ ル ン と 並 ん で

，
ス イ ス に

お け る教会改革 の 有力な
一

翼 を担 う こ と に な る 次第 は 詳述 の 要 もあ る まい
。

　他 方 ， カ ル ヴ ァ ン の 場 合 は ど うで あ ろ う か 。 カ ル ヴ ァ ン が 教 会 の 自己 決 定権

をめ ぐる市参事会 との 対 立 か ら，
ジ ュ ネ ー ヴ退 去 を余儀 な くされ た の は 1538年

春 の 復 活節当 日， 3 年問 の ス トラ ス ブ ー ル 滞在 の 後 ， 帰 任 す る の が 1541 年秋 の

こ とで あ る 。 再度説教壇 に 立 っ た カ ル ヴ ァ ン が 中断 し て い た 聖 書 の 講解説教

を， あ た か も何事 もなか っ た か の よ うに 再 開 し た こ と は 余 りに も有名 で あ る 。

カ ル ヴ ァ ン 自身 が 次 の よ うに 記 し て い る
， 「私が 説教壇 に 立 っ た 時 ， す べ て の

人 々 は極 度 に 緊張 し， 期 待 に 溢 れ て い た 。

… … その 後 ， 私 は 中断 され た ま まだ

っ た 講 解説 教 を 続 けた … … 」
4）

。 残 念 な が ら ，
こ の 「中 断 さ れ た 」 箇所 が ロ ー

マ 書 で あ っ た とす る 言 い 伝 え を確 認 す るす べ は な い
。 説 教 者 と し て の カ ル ヴ ァ

ン に つ い て の 最新 の 研 究 書 に お い て も ，
パ ー カ ー さ え確言 を避 け て い る 。 カ ル

ヴ ァ ン の 説教者 と し て の 講壇 活動 ， 学者 と して の 出版活 動 ， 教 育者 と して の講

義活 動 の 全体 を 把握 で き る の は ， 数 年後 の 1549年以 降 に つ い て だ け で あ る 。
い

ずれ に して も ， カ ル ヴ ァ ン の 長 い 聖 書注解者 と し て の 活 動 の 嚆矢 に な る の は
，

ス トラ ス ブー ル 滞在 中に 公 に され た ロ ー マ 書注解 で あ る 。

　 短 い 献 呈 の 辞 に お い て カ ル ヴ ァ ン は ， そ の 後 の 二 十 数 年 の 聖 書 注解 書 を
一

貫

す る こ と に な る 方法論的 自覚 と し て ， 聖書注解 の あ る べ き 姿 を 「平易 な簡潔

さ 」 （perspicua　brevitas）， あ る い は 「簡 明 さ へ の 愛」 （amor 　compendii ） と
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言 い 表 わ し た 。 こ の よ うな 規 範 に 基 づ い て
，

カ ル ヴ ァ ン は 自分 が ロ ー マ 書注 解

執筆 に 当た っ て 参照 した 3 人 の 同時代人 に 短 く言及 す る 。 上 掲拙論 との 重 複 を

避 け る た め 名 を挙 げる に 留 め る が
， 3人 と は ル タ ー 派 を代表 す る メ ラ ン ヒ ト

ン
， 反 対 に 第 2 世 代 の ス イ ス 改 革派 教 会 の 担 い 手 ブ リン ガ ー

， そ し て 現 に 滞 在

中の ス トラ ス ブー ル を代表 す る 改革 者 ブ ツ ァ
ー に ほ か な ら な い

。

　 ス タ イ ン メ ッ ツ の 精緻 な 研 究 に よ る な らば ， 実 は 16世 紀 だ け で も ロ
ー

マ 書 注

解 は 70冊 に も ヒり， そ の 執筆者 に は人 文 主義者の Erasmus や Colet
，
　 Lefさvre

d ’Etaples， カ ト リ ッ ク の Sadolet
，
　 Cajetanus ．　 Catherinus　 Politus，　 de　 Soto，

Toledo
， さ ら に は 勿論 の こ と ル タ ー を 始 め と す る 同 教 会 の Bugenhagen ，

Brenz
，
　 Knbpken

，
　 Cruciger

，
　 Hemmingsen な ど ， 加 え て 改 革派 の Musculus，

Olevianな ど
， 文字 ど お り お よ そ枚挙 に 暇 の な い ほ ど で あ る

5）
。 さ ら に 時 代 を

中世 に ま で 遡 る な らば ， ア ベ ラ ー ル を 始 め ， リ コ ラ の ニ コ ラ ス な ど に 至 る ま で

の 長 い ロ ー マ 書 注 解の 歴 史 が あ る 。 カ ル ヴ ァ ン 自身 が こ れ らの す べ て を参 照 ・

対 比 す る 機 会 が あ っ た は ず は な い
。 極論 か も知 れ な い が ， 16世 紀 の 教 会 分 裂

は ， 実 は ロ ー マ 書注 解 を め ぐる 対 立 に 収 斂 す る と さ え 言 え るか も知 れ な い
。

　 そ れ だ け に な お の こ と
，

カ ル ヴ ァ ン に エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス の 名が ま っ た く

現 わ れ な い こ とが 疑 問 と して 残 る 。 『綱 要 』 初 版 を 刊 行 し た 地 バ ー ゼ ル の 宗 教

改革者 エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス の 事業 と著述 に ，
カ ル ヴ ァ ン が ま っ た く無知 ・無

関 心 で あ り得 た の だ ろ う か 。 こ と に
， 教 会 訓 練 ， 長 老 制等 の 主 題 に 関 し て の 否

定 しが た い 影 響 を考 え る と ， な お さ ら疑 問 は 大 き くな る 。 も っ と も後者 の 場 合

で も ，
エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス は 名 さ え挙 示 さ れ て い な い こ と も記 憶 す べ き だ ろ

う 。 取 り敢 え ず ，
二 っ の ロ ー マ 書注解の 内容的 な 並 行性 で 満足す る ほ か な い と

い う の が 上 掲拙 論 の 趣 旨で あ っ た 。 事 実 ， 聖 書 ・義認 ・ 聖 化 ・ 律法 理 解 ・ア定

な ど
， 宗教 改 革神学の 主 要 論題 に お け る著 し い 類比性 に は 否定 の 余地が 存 し な

い
。 中で も礼典 論 に お い て 特 に 顕 著で あ る こ と は

， 以 下 で 明 らか な と こ ろ で あ

る 。
ロ ー マ 書 注 解 が カ ル ヴ ァ ン に と っ て 持 つ 意 味 の 大 き さ は ， そ れ が 二 度

（1551 ，
1556）に わ た っ て 改 定 ・ 増補 され て い る事実 ， 加 え て カ ル ヴ ァ ン の 他 の

神学 的著 述 ， 中で も 『キ リ ス ト教 綱 要』 に お け る 引用 度 数 か ら も容 易 に 推 察 で
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き る と こ ろ で あ る 。 研究者 に よれ ば， 『綱要』初版 （1536） に お い て は ロ ー マ

書 は 162回 引用 され る が
， 最 終 版 に お い て は ， 実 に 573回 に も上 る

6）
。

  　 ロ ー マ 書 4 章 11節

　 「ア ブ ラ ハ ム は
， 割礼 を受 け る 前 に 信 仰 に よ っ て 義 と さ れ た 証 し と し て

，

　割礼 の 印 を受 け た の で す 。
こ う し て 彼 は ， 割礼 の な い ま ま に 信 じ る す べ て

　 の 人 の 父 とな り ， 彼 ら も義 と認 め られ ま した 。 」 （新共同訳）

　  解 釈 史 的整 理

　再 度 ス タ イ ン メ ッ ツ の 研 究 に 依 拠 す る な らば
7）

，
ロ

ー
マ 書 4 章 の 解釈 史 に は

お お ま か に 以 下 の よ うな 争点 が あ る 。 第
一

に ， 冒頭
一

節 の 「『肉 に よ る』 わ た

し た ち の 先 祖 ア ブ ラ ハ ム
… …

」 の 「肉 に よ る 」 （κ α識 σ勿 κα ） の 掛 り方 で あ る 。

文法的 に は ， 新共同訳 も採択 した よ うに ， ア ブ ラ ハ ム の 限 定語 と し て 「肉に よ

る先 祖 」 と読 む こ と も 口∫能 で あ る が ， 別 に ， ア ブ ラ ハ ム を 意味上 の 主 語 とす る

不 定詞 εtiρ　ilκεycrtの 副 詞 的修 飾 語 と取 る読 み 方 も可 能 で あ る 。 こ の 点 で は ， 同

じ教 会 的伝 統 に 属 す る注解者 の 間で も理 解 の 相違 が認 め られ る 。
カ ル ヴ ァ ン が

多 くを 負 う こ と を 自認 す る ブ リ ン ガ ー は 副 詞 的 用 法 に 傾 くの に 対 し ， ブ ツ ァ
ー

は こ れ を形 容詞 的 に 取 っ て ア ブ ラ ハ ム の 名 と結 び 付 け る 。 こ の 点 で は カ ル ヴ ァ

ン は ブ ツ ァ
ー

の 解釈 を取 り
，

エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス と共 に ， 基 本的 に は エ ラ ス

ム ス の 弟子 で あ る こ と を証示 す る 。 第二 の 争点 は ， 新共 同訳 の 用 法の 「義 と さ

れ た 『証 し』 （σ”7μ　eEo 　v ）」と ， 「割礼 の 『印』 （σφρα γどδα ）」の 両語 の 問 に 区別 ・

相違 を見 るか ど うか で あ る 。 言う まで もな く， こ れ は本小 論 の 主題 と直接 に 関

わ りが あ る の で
， 以 下 で 詳 し く見 る こ とに な る 。

　 以 上 の よ うな 文 法 的 ・語 義 的 論 議 を越 え て い っ そ う重 要 な の は ， ス タ イ ン メ

ッ ツ に よ る な ら ば， ア ブ ラ ハ ム の 信仰 に よ る義認 とい う教説 が ， 他の 聖書個所

と矛 盾 ・対 立 し な い か ど うか とい うパ ウ ロ 解釈 の 問題 で あ る 。
パ ウ ロ は 創世記

15章 を論 拠 に し て ， ア ブ ラ ハ ム の 信 仰 に よ る義認が ， 割礼 と い う律法の 行 い に

先行 した と論断 す るが
， それ で は 同 じア ブ ラ ハ ム の 「出国物語」 は ど うな る だ
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ろ う か 。 少 な く と も，
ヘ ブ ラ イ 人 へ の 手 紙 の 著 者 は 「信 仰 に よ っ て ， ア ブ ラ ハ

ム は
… … 行 き 先 も知 ら ず に 出発 し た 」 と創 世 記 を補 足 し な が ら記 述 す る 。

こ れ

は 創 世 記 12章 で あ っ て ， 割礼抜 き の 義認 を論 ず る 15章 よ り も時 間 的 に 先 行 す

る 。
こ れ は

一
例 に す ぎ な い が

，
い ず れ もパ ウ ロ の 救済 史的 聖 書解釈 を後世 の 釈

義 者 た ち が ど う 受 け 止 め た か と 関連 す る 重 く深 い 問 い で あ る 。

  エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス の 場合

　 4章11節 の 注解 を始 め る に 当 た っ て エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス は 問 う ， 「ア ブ ラ

ハ ム が 義 と さ れ た 印 （signum ） と し て 何 が 必 要 だ っ た ろ うか 」 と
。 直 訳 す れ

ば 「義 と さ れ た ア ブ ラ ハ ム の 印 」 （iustificato　Abrahae　 signo ） とな ろ う。 割

礼 も また ，
こ の 印 の 一

つ に ほ か な ら ず ，
そ れ は 「微徴 」 （signaculum ） と も呼

び 得 る 。 後 者 が 前 者 の 縮 小 詞 で あ る こ とは 言 う ま で も な い
。

つ ま り エ コ ラ ン パ

ー デ ィ ウ ス は 新共 同訳 の 「証 し」 と 「印 」 の 間 に 本 質 的 な 差 異 は 見て い な い こ

と に な る 。
エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス は 直 ぐ続 け て ， そ れ が ま た 「封 印」 （ob −

signatio ） と も呼 ば れ 得 る と 付 言 す る 。 要 す る に ， 割礼 を 「証 し」 と呼 ぽ う

が ， 「印 」 と呼 ぼ うが ， あ る い は 「封印」 と言 い 換 え よ うが
， 何 の 差 し 支 え も

な い こ と に な る 。 ど の よ う に 呼 ば れ よ う と も ， 重 要 な の は 「信 仰 に よ る 義 が

… …
行 い に は よ ら な い 」（iustificatum．．．　 absque 　operibus ） と い う 核 心 的事

柄 そ の も の で あ る 。 そ もそ も ， 何故 に 「印」 が 必 要な の か は 「人 間の 頭 脳 を越

え出て い る」（humanum 　captum 　transcendens）
8＞

。
い ずれ に し て も ， 信仰 に

よ る 義 認 と い う事 柄 そ の も の と ， そ の 「印 」 と が 明確 に 区 別 さ れ る こ と が 重 要

で あ る n 特 に 言及 は さ れ て い な い と して も， 「印 」 だ け が 独 り歩 き し て し ま う

「事効論」 に は ， 事柄 と印 とが 分 離 され る 危険 が 含 まれ ， 反 対 に 「人 効論」で

は ， 両 者 が 混 同 され る 傾 きが 避 けが た い
。

　 そ れ で は ， 印 と効 用 の 問 題 は ど うな る だ ろ うか 。
エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス に よ

る な ら ば ， 割 礼 に は二 重 の 用 途 あ る い は 効 用 が 認 め ら れ る 。 第
一

に ， 印 と し て

の 割礼 ， あ る い は 秘跡 な い し礼典
一

般 に は
， 「揺れ 動 く良心 が 確 か に さ れ る」

（fluctans　conscientia 　confirmaretur ） と い う効 能 が あ る 。 「良心 」 の 語義 は 自
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明 的 と は 言 い が た い か も知 れ な い が
， 宗 教 改 革 者 の 常 と し て 「神 の 前」

（coram 　Deo ） の 意 識 と は 不 可 分 離的な の で ，
こ れ を神 と 人 と の 関わ りで の 用

途， あ る い は比喩的 に は垂直 の 次元 で の 用法 と言 い 直 して も誤 り と は思 わ れ な

い 。
エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス は 次 い で 第 二 の 用 途 と して

， 前者 に 比 して 水平 の 次

元 ， 具体的 に は人 と人 と の 関わ りで の 効 用 を考 え る 。 彼 は 言 う ， 「ア ブ ラ ハ ム

は 人 々 の 間 で 義 と 宣 せ ら れ ，

… … す べ て 信 じ る 者 た ち の 父 と 呼 ば れ る 」 （iUS−

tificabatur 　apud 　homines ＿ ut 　declaratus　sit　pater 　omnium 　credentium ）
9）

。

　同 じ こ とで あ る が
，

エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス は こ の 二 重 の 関係 を以 下 の よ うに

も言 い 直 す 。 「ユ ダ ヤ 人 に と っ て も ， 割礼 は 同様 の 用 途 を持 っ て い た 。 す な わ

ち ， 第
一

に は ， 自分 の た め ， す な わ ち 自分 が 神 へ の 信 仰 に よ っ て 義 と さ れ た と

信 じ る た め で あ る 。

… … 彼 らは 神 と の 間 で 義 な る者 で ある 1（Idem 　 usus 　 cir −

cumcisionis 　et　Iudaieis　erat ，
　quia　primum 　pro 　se 　credebant 　se 　salvari 　fide　in

deum ，
。．．Et　ita　iusti　apud 　deum ）。

こ れ に 対 して ， 第 二 の 用 途 は 「隣 人 と の

問 」 （apud 　 proximos ）で あ る 。 す な わ ち
，

そ の 印 に よ っ て
， 神 が あ る 者 ら を

特 に 愛 さ れ る こ とが 指 し 示 さ れ る の で あ る 。 厂私 た ち の た め と隣人 の た め ， あ

る い は 神 の 前 と隣人 の 前 で 」 （nobis 　et　proximis ，
　vel 　coram 　deo　et　proximo ）

と い う二 重 の 用 途 は ， そ の ま ま で 「私 た ち 自身の 礼典 ， す な わ ち 洗礼 を 受 け ，

聖 餐 に あ ず か る こ と の 有益 性 」 （usus 　 sacramentorum ，
　 etiam 　 nostrorum ； ill

baptismo　et　participatione　mensae ） へ と連 な っ て い く。 1私 た ちの た め と言

う の は ， 信 仰 に よ っ て 良 心 が 振 る い 起 こ さ れ ， 平 安 へ と 至 る 」 （nobis 　 ad

pacandas 　conscientias 　exercitamento 　fidei） か らで あ り ， 他 方 ， 「隣 人 の た め

と言 うの は ， 私 た ち が 信 仰 を告 白 す る こ と に よ っ て ， 私 た ち が 教 会 に 属 す る こ

とを隣人 た ちが 認知す る に 至 る」 （proximis，
　ut 　ex 　confessione 　ad 　ecclesiam

nos 　pertinere 　agnoscant ） か ら で あ る 。 こ の よ う に ，
エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス に

あ っ て は ， 旧約 の 印 と新約 の 印 と は連続的 で あ り， た と え外面的な差 異 は あ ろ

う と も ， そ の 意 味 内 容 と有 用性 に お い て は 少 し の 違 い も存 し な い
。 も う一

つ の

礼典 で あ る洗礼 は ， ち ょ う ど フ ァ ロ の 軍 勢 が 溺 れ て 滅 び ， も は や イ ス ラ エ ル に

害 を加 え る こ とが 出来 な くな る よ うに ， キ リス トへ の 信仰 ， す なわ ち神の 言葉
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を信 じ る者 が 安全 で あ る こ と を 確証 す る （quae　 ipse　 tali　 signo 　 commen −

davit）。 同時 に
， 洗 礼 は隣人 に 対 して

， 私 た ち が 教 会 に 加 え られ て い る こ と の

証 言 と な る （Baptismo　testamur 　etiam 　aliis　admissos 　nos 　in　ecclesiam ）
1°）

。

　 そ れ で は聖 餐 の 有 用 性 は ど うな ろ うか 。
エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス は 敢 え て 問

う ， 「あ な た は 言 う か も知 れ な い
， も し も私 た ち が 洗 礼 に よ っ て す で に 安 らか

な 良心 を抱 い て お り， 隣 人 た ち も ， 私 た ち が 洗 礼 を通 し て キ リ ス トの 御 名 に 加

え ら れ て い る こ と を認 識 し て い る とす れ ば ， 聖 餐 に 参 与 す る必 要 は ど こ に あ る

こ とに な る の だ ろ うか 」 と 。
エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス が 陪餐禁止 ， す な わ ち 「破

門の 訓練」 に よ る聖 餐 の 聖 性保持 の た め の 戦 い を 続 け た こ と は 改 め て 言 うま で

も な い が ，
こ の 問 い に 対 す る答 え は こ う な る 。 「洗 礼 を 受 け た 大 多数 の 者 の 問

で も， 恵 み を汚 す 者 ら が 少 な くな い か ぎ り， 彼 ら を周 囲 か ら区別 す る必 要 が 大

き い
。 他 方 ， 〔陪餐 の 〕度 ご と に 良心 を 確 か に す る た め に は ， 自分 自身 に 対 し

て 悔 い 改 め る こ と が 大 切 と な る 」 （opus 　istis　discrimine，　quantum 　ad 　promix −

um ： et　nova 　confirmatione 　conscientiae ，　quantum 　ad 　ipsos　poenitentes）
11 ）

。

こ の よ う に
， 聖 餐 に お い て も ， 「神 の 前 と 隣 人 の 前 で 」 （coram 　 deo　 et 　 prox −

imo ） の 構造 が 確 保 さ れ て い る こ と は 明 らか で あ る 。

　 しか し エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス に あ っ て は
，

こ こ まで で 終 わ らな い こ と を特 に

指摘 し な けれ ば な ら な い
。 上 記 の 二 つ の 局 面 に 加 え て

，
エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス

で は 陪 餐 の も う
一

つ の 枢 要 な次 元 が 指摘 さ れ る 。 「こ の 象徴 は 宗教的統合 に 役

立 つ
。 こ う し て ， キ リ ス ト者 は 非 キ リ ス ト者 か ら 弁別 さ れ ， 私 た ち す べ て は 一

緒 に 発 酵 し て ， キ リス トと い うパ ン と な るで あ ろ う」 （religionis 　 unitas 　 ser −

vatur 　hoc　symbolo
，
　quo　eo 　Christianos　a 　non 　C，hristianis

，
　et 　membra 　eiusdem

Christi　dignoscimus二 ut　simus 　omnes 　infermentatus　panis　Christi）［2｝
。 上 述の

「宗教 的 統 合 」 あ る い は 「一 致 」 と い う用 語 に つ い て
，

エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス

は こ れ 以 上 の 説明 を加 え て い な い が
， 敢 えて 付言す る な らば， 神に 対す る ， あ

る い は 神 に 直 面 ・直接 す る 「対 自的 」 側 面 ， そ れ と直 交 し て 隣 人 に 対 す る， 隣

人 の た め の と い う 「対 他的 」側面 に 加 え て ， 第 三 の 効用あ る い は有益性 と し

て ， こ の 二 つ が 成 り立 つ 「場 」 と し て の 共 同体 ， す な わ ち 教 会 を 統体 と し て 意
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味あるもの とする力を想定することは無理強い だろうか。 比喩的に言い換える

な ら ば ， 垂 直 の X 軸 （神 の 前 で ） と水 平 の Y 軸 （隣人 の 前で ） を単 に 平面 に 終

わ らせ ず ， 歴 史的 に も継続性 を持 つ 共同体構築 の 原理 が考 え られ て い る と述べ

て は過言 だ ろ うか 。
い わ ば ， た だ に 二 次 元 だ けで な く， 三 次元 的な 礼典理 解 と

で も呼べ まい か 。

　そ うな る と 当然 ， 聖 餐の み な らず洗礼 の 礼典 ，
こ と に 幼児 （嬰児）洗礼 に も

同 じ原則が 適用出来 る か どうか が 問われ よ う。
エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス は ロ

ー マ

書 4 章 の 注解 に お い て ， 以 下の よ うに その 立 場 を明 らか に す る 。 第
一

は ， 旧約

との 類 比 性 あ る い は連 続 性 で あ る 。 イ ス ラ エ ル の 嬰児 が割礼 を受 け る 定 め だ っ

た と す れ ば ， 同
一

の 契 約 に 連 な る キ リス ト者 の 新 生 児 が 洗礼 を受 け て な ら な い

論拠 は ど こ に も見 い だ さ れ ない
。 も っ と も， 新生児が 上 述の よ うな聖 礼典 の 意

味内容 を，
こ と に 秘義 と して 弁 え 得な い の も事実 で あ る 。

しか し，
そ の 場合に

は告 白 さ れ る信 仰 は 「両 親 の ， そ し て 教会の 信 仰」 と され る 。
こ の 点で は エ コ

ラ ン パ ー デ ィ ウ ス は ，
ツ ヴ ィ ン グ リよ りは む しろ ル ター を想起 させ るか も知れ

ない
。

　以 上 ，
ロ ー

マ 書 4 章 11節 に 付 さ れ た 例外的 に 長 い 注解 を手掛 か り と し な が

ら ， そ の 礼典 理 解 を探 ろ う と試 み た 。 反 復 す る な ら ば
，

垂 直 （coram 　deo），

水 平 （coram 　proxlmis ）， と い う二 つ の 次 元 に 加 え て
， 「教 会 の 前 で 」 （coram

ecclesia ）と で も言 うべ き共 同体 の 構成力 と し て の 第三 の 効 用 へ の 着 目が ， 仮

に 萌芽 の 形 に せ よ， す で に 十分 明 らか で あ る 。 そ れ は間 もな く， 改革派教会の

礼典 理 解 の 根 幹 とな る は ず で あ る 。
バ ー ゼ ル の 福音主 義改革 の 端緒 か ら ま だ 2

年，
エ コ ラ ンパ ー デ ィ ウ ス は す で に 成熟 した 改革派の 神学 思想 家 で あ っ た 。

  カ ル ヴ ァ ン の 場 合

　カ ル ヴ ァ ン の 礼典 論 の 全体 に 触 れ る ご と き は ，
こ の 小 論 の 課題 と性 格 を は る

か に越え出 るの で ，
こ こ で は上記 エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス ， あ る い は 他 の 改 革 者

との 対比 に お い て その 特性 を指摘 す る に 留め よ う。 カ ル ヴ ァ ン は まず ， 割礼 ，

ひ い て は礼典 が 決 して 義 とす る効力 を持た な い な が ら， しか も無益 で 余分なわ
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け で な い ど こ ろ か ， む し ろ ， は な は だ す ぐれ た 効 用 を 有 す る と論 じ始 め る 。

「は な は だ す ぐれ た 効 用」 と は ， 礼典 が 信 仰 に よ る義 を 「封 印 す る」役 目 と
，

こ れ を 「批 准 す る 」 役 目の 二 つ を担 う か らで あ る 。 「そ の 職 分 は 信仰 の 義 を封

印 し
， 同 じ くこ れ を 発効 さ せ る こ と に あ っ た 」 （utpote 　 cuius 　 officium 　 erat

iustitiam　fidei　obsignare ，
　ac 　veluti 　ratam 　facere）’3）

。
　 Obsignare は直前で も

エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス に お い て 名 詞 形 で 現 わ れ た 。 他 方 ， ratam 　facereの 元

に あ る reor は 「数 え る ， 確 か な もの と して 算入 す る ， 固定 す る ， 確立 す る ，

不 変 ・あ る い は有効 な もの とす る 」 とい う語義 を 持つ
。

い ず れ に し て も ， す で

に 義 と す る と い う神 の 側 の 一 方 的 な 恵 み が 先行 し， そ れ を確証 し， 人 間の 側 で

も有効 な も の と して 承 認 す る とい う時間の 系列 を 前提 とす る と言 え よ う 。

　 す で に カ ル ヴ ァ ン は 『綱 要 』初版 に お い て も ， 礼典 の 本質 を以 下 の よ う な 実

例 に よ っ て 説 明 して い た 。 す なわ ち ， 「キ リス トの 恩恵 を表わ し ， 立 証 す る 『外

的 し る し』」 で あ り， 「神 の 恵 み の 証 し と して の 『外 的 象徴 』」， す で に 調 印 さ れ

た 「内容 を確 認 ・ 保 証 す る 『公 文書 の 封 印』」， 「人 間 の 弱 さ ， 肉体 の 卑小 さ へ

の 神 の 側 の 譲 歩 ， あ る い は 配 慮 と し て の 『約 束 の 補 遺 』」， 「信 仰 を 養 い
， 鍛

練 ・ 増 強 す る た め の 『信頼 の 訓 練』」， あ る い は も っ と比 喩的に 「神 の 言葉 とい

う基礎 の 上 に ， 信仰 の 家 を 築 く援助 と して の 『信 仰 の 柱］1， な い し は 「神 の 恩

恵 を そ の 内 に 観 照 す る こ と の 出来 る 『鏡 』」 等 々 が そ れ で あ る 。

　 こ こ で 4章 11節 の 注解 に 戻 る な ら ば ， カ ル ヴ ァ ン は言 う ， 「こ こ は聖 礼 典 の

全 般 的 な 効 用 に 関 し て 注 目す べ き 個 所 で あ る 。 聖 礼 典 は 恵 み の 約 束 が 確 証 さ れ

る封印だ か らで あ る 。 礼典 は そ れ 自体 と して は無益 で あ る が ， しか も神 は そ の

礼典 を そ の 恵 み の 道具 〔通 路 〕 と定 め られ ， 聖 霊 の ひ そ か な 恵 み に よ っ て ， 選

ば れ た 者 た ち の 益 を増 進 す る の に 役 立 た せ ら れ る 」 （Ac 　 tametsi 　 per　 se 　 nihil

iuvant
，
　Deus　tamen 　qui　gratiae　suae 　instrumenta　esse 　voluit

，
　arcana 　Spiritus

s　ui 　gratia 　efficit 　ne 　profectu 　careant 　in　electis ）
14 〕

。 「聖 霊 の ひ そか な ， あ る い

は， 隠され た 恵み 」 と い う表現 は，
エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス が 新生 児洗礼 の 弁証

に 用 い た 比 喩 ， す な わ ち i眠 っ て い る 者 の 中 に で も聖 霊 の 働 き は 欠 如 し て い な

い 」 （Nam 　et 　dormientes　sancti 　spiritu 　non 　destituti　sunt ）
15）

を想起 させ よ う。
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い ず れ も ， 人 間の 側 の 努力や 功績 と は無関係 に
，

一
方的 な 恵 み に よ っ て 帰 与 さ

れ る義 とい う主 題 の 表 出 に ほ か な ら な い
。

　 次 い で カ ル ヴ ァ ン は ， 割礼 の 二 重 の 恵 み （duplicem　gratiam ） に つ い て 語

る 。 第
一

は ， 約束の 形 で ア ブ ラ ハ ム に 与 え られた恵 み で あ っ て ， 内容的 に は祝

福 さ れ た 子 孫 （種 子 ） が そ れ に 相 当す る 。 した が っ て ， 全世界 は こ の 種 子 に 発

す る救 い に 期待 す る こ とに な る 。 第二 の 恵 み は， そ こ か ら生ず る 自由な ， す な

わ ち 人 間の 側 の 功績 や 価値 に 依拠 し な い 和 解 の わ ざで あ る 。 も っ と も，
こ の 恵

み は実 は す で に割礼 とい う外的印 の 中 に 含め られ て い た と も言え よ う。 神 は 人

間 が 清 く ・ 汚 れ の な い 生 活 を送 る こ と を欲 せ られ るが ， 割礼の 印 は ， 人 間の 肉

に 生 得 的 な い っ さ い の 汚 れ の 除 去 を 象徴 す る か ら で あ る 。

　 ま っ た く並 行 的 に ， 洗 礼 の 印 の 内 に も こ の 「二 重 の 恵 み 」が 表 象 され て い

る 。 す な わ ち ， 新 し く され た 生 き 方 と ， そ れ を可 能 に す る罪 の 赦 しが そ れ で あ

る　（Duae 　denique
，
　 ut 　Baptismi 　hodie　 sunt

，
　 ita　 olim 　 Circumcisionis　erant

partes ： nemque 　tam 　vltae 　novltatem
，
　quam 　peccatorum 　remlsslonem 　teS−

tari）16）
。 上 の 引 用 文 は 実 は 1550年 の 改 訂 版 で の 加 筆 で あ る が ， さ ら に 最 終 版

で は ， 礼典 の 実 体 と し て の 恵 み と ， そ の 印 と は ， 時 間 的 な 順 序 が 必 ず し も
一

致

し な い 旨が 付 言 さ れ る 。 救 い は 外的 印 に よ っ て 制 約 さ れ な い （nequis 　externis

rebus 　 salutem 　 affigeret ）
17）か らで あ る 。 内 容 的 に 恵 み の 優 位 性 が 保 証 さ れ て

い る な ら ば ， 印 の 時 間 的 な前 後 関 係 は 必 ず し も合 致 しな くて 差 し支 えな い とい

うの は
，

い わ ゆ る 「官憲的宗教改 革」 に 共通 の 主張 で あ っ た 。
こ れ に 対 し て

「急進的宗教改革」 は 恵 み の 優位性 を保証 す る た め に は ， こ の 恵 み に 対 す る人

間 の 側 の 応 答 も含 め て
， 時 間 の 系列 で も対 応 し な けれ ばな らな い と力説 して や

ま なか っ た 。 し か し， 例 え ば ツ ヴ ィ ン グ リと フ ー プ マ イア の 間の 論争 が 典型 的

に 示 す よ うな こ の 問題 に は ， こ れ 以上 立 ち入 る余裕 が な い 。

　 こ こ まで カ ル ヴ ァ ン を追 っ て き て
，

一
つ の 疑問が 残 る 。 確か に ，

カ ル ヴ ァ ン

もエ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス と 同 様 に 「多 重 の 恵 み 」 に つ い て 語 る 。 しか し ， カ ル

ヴ ァ ン の 場 合 ， その 多重 性 は 約 束 とそ の 実現 ， あ る い は 赦 し と新生 で あ っ て
，

エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス の 場合 の よ うな 意味 で は な い の で は な い か 。 カ ル ヴ ァ ン
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が 強調 した い の は ， む しろ 時 間 の 系 列 の 中で の 継 続性 ，

一 貫 性 で は な い の だ ろ

う か 。 カ ル ヴ ァ ン に も エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス の よ う な， 「神 の 前 」， 「隣 人 の

前」， そ し て 「教 会 の 前」 とで も言 う べ き 「多重 性」 を見 る こ とが 出来 る の だ

ろ うか 。

　 こ れ ら の 問 い に 正 し く答 え る た め に は ， 1536年 の 『綱 要』初 版 （第 4 章 「聖

礼典 に つ い て 」， 第 5 章 「偽 りの 〈礼典 〉 に つ い て 」） か ら 始 め て ， 『綱 要 』最

終版 第 4 巻 第 14章 か ら 19章 ま で の 詳 論 ， さ ら に は 『ジ ュ ネ ー ヴ 信 仰 問 答 』， 『第

一
ス イ ス 信 条 』， 『第 ニ ス イ ス 信条』， 『ス イ ス

ー
致 信 条』， 「フ ラ ン ス 信条』， 『ベ

ル ギー 信 条』，
つ い に は 「ハ イ デ ル ベ ル ク 信仰 問答』な ど に まで 至 る

一
連 の 信

仰告白文献 ， 加 え て 『礼 典 の 性質 ， 力 ， 目的 ， 用 法 に つ い て 』等 に お け る論 述

な ど
，

一
次 文献 だ けで も枚挙 す る の に さ え暇 が な い

。
こ こ で は 『綱要 』 初版 か

ら引挙 す る だ け に 留 め よ う 。

　サ ク ラ メ ン ト
ー

般 に つ い て 述 べ な が ら カ ル ヴ ァ ン は 記 す 。 「そ こ で 第一 の こ

と は
， サ ク ラ メ ン トが 神 に 対 す る私 た ち の 信仰 に 役 立 つ （fidei　 nostrae 　 apud

Deum 　 serviant ） も の で あ る と い う こ と で あ り， 第二 に 私 た ち の 信 仰 告 白 を

人 々 の 前 に 立 証 す る （confessionem 　nostram 　apud 　homines　testentur ）も o）で

あ る 」
18 ）

。 具 体 的 に バ プ テ ス マ に つ い て 言 うな ら ば
， 「そ れ は 第

一
に 神 に 対 す る

私 た ち の 信仰 告 白に 役立 つ た め
， 第 二 に 人 々 に 対 す る信 仰 告 白 に 役 立 つ た め で

あ る 」 （primum 　ut 　fidei　nostrae 　apud 　se
，
　deinde　ut 　confessioni 　apud 　homines

serviret ）
19）

。 す な わ ち 「こ れ に よ っ て 私 た ち は 同 じ神 へ の 礼拝 を行 い
， す べ て

の キ リス ト者 と共 に
一

つ の 信 仰 に
一

致 す る と い う こ と を証 し し ， また 最後 に こ

れ に よ っ て 私 た ち は
， 自分 の 信仰 を 公 に 認 め る の で あ る 」 （Siquidem 　nota 　est

，

qua　palam 　profitemur 　nos 　populo 　Dei　accenseri 　velle ，　qua　testamur 　nos 　in

unius 　Dei　cultum
，　in　unam 　religi （mem 　cum 　Christianis　omnibus 　consentire

，

qua 　denique　fidem　nostram 　publice 　affirnlamus ）
2°）

。

　以 上 の 僅 少 な 引 用文 か らで も ， カ ル ヴ ァ ン とエ コ ラ ン パ ー
デ ィ ウ ス との 間に

は 著 しい 懸 隔 は な い と 断 じて 差 し支 え な い だ ろ う。 無論 の こ と ， 初版 は カ ル ヴ

ァ ン の 牧 会 体 験 以 前 に 執 筆 さ れ た ， あ る 意 味 で は 「机 上 」 の 論 だ か ら だ ろ う
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か ，
エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス の 場 合 ほ ど に 明確 に 第三 の 次元 ， す なわ ち 「教会 の

前 で 」 の 主 張 は響 い て こ な い
。 カ ル ヴ ァ ン が エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス の 影 響 の も

と に ロ ー
マ 書 注 解 を 執筆 し た か ど うか は 俄 か に 断定 しが た い と こ ろ と して も，

両者 に 共 通 の 方 向性 だ け は 否定 で き な い と い うの が 本 小 論 の 提 題 で あ る 。 時 間

の 経過 と共 に
，

カ ル ヴ ァ ン の 中 で こ の 基 調 音 が 次 第 に 定着 し て 行 くの か ど う

か
， き わ め て 興 味 あ る 主 題 で あ ろ うが ， 紙幅 の 制約 は こ れ 以 上 の 詳 述 を 許 さ な

い の が 残念で あ る 。

第 2 章　他 の 改 革 者 た ち の 聖 礼 典 理 解　　 ロ
ー

マ 書 4 ：11 を め ぐ っ て

　   ブ ツ ァ
ー と ブ リ ン ガ

ー

　1491年 生 ま れ の ブ ツ ァ
ー （没 1551） と ， 1504年 生 ま れ の ブ リ ン ガ ー （没

1575） と の 問 に は ， ち ょ う ど エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス あ る い は ツ ヴ ィ ン グ リ， さ

ら に は ル タ
ー

ら第
一

世代 の 改 革 者 と ， カ ル ヴ ァ ン との 間 に も比 せ ら る べ き 世 代

の 相 違 が あ る 。 も っ と も
，

こ と ロ ー
マ 書注解 の 公刊 に 関 す る か ぎ りは ， 現代 に

お け る ブ リ ン ガ ー
研究 の 第

一
人 者 ブ ユ ッ サ

ー 教 授 の 詳細 な 研 究 に よ る な ら ば ，

ブ リ ン ガ ー は す で に チ ュ
ー リ ヒ 赴 任 以 前 の カ ッ ペ ル 在 任 時 代 （1525 −27） に 第

一
回 講 解 を 試 み て お り， チ ュ

ー リ ヒ 着 任後 の 1532年 か ら 5 年 間 に わ た っ て も第

二 回講 解 を施 し て い る 。 そ れ が ln　 sanctissimam 　 Pauli　 ad 　 Romanos 　 Epis−

tolam 　 commentarims （Ztirich） と し て 出版 さ れ た の は 1533年 で あ っ て ， ブ ツ

ァ
ー の 大 部 な Metmphrases 　et　enarrationes 　PerPetaae　epistolam 　d．　Pauli　APos −

toli．　TomUS 　PrimUS　continens 　metaPhrasim 　et　enarrationem 　in　L
“
pistolam　ad

Romanos （Strasbourg） に 先 立 つ こ と 3 年 で あ っ た 。 「学 識 と共 に 平 明 さ を も

合 わ せ 持 ち
，

そ の 故 を も っ て 広 く好評 を博 した 」 と カ ル ヴ ァ ン は ロ
ー

マ 書注解

序文で ブ リン ガ ー を賞讃 す る 。 上 記 ブ ユ ッ サ ー は ， ブ リン ガ ー こ そが カ ル ヴ ァ

ン の ロ
ー

マ 書 注解 の モ デ ル で あ っ た ， と まで 断 言 す る ほ ど で あ る
21 ）

。 ブ リ ン

ガ ー の ロ ー マ 書注解 は 批判校訂版 と し て ， He 　in　rich 　 Bullinger　Werfeeの 中 の

Exegetische　 Schrzftenの 形 で 刊 行 中 で あ る 。 た だ し
， 以 下 の 引 用 文 そ の も の

は ， In　omnes 　APostolicas　EP 　is　tO　las’，　divi　videlicet 　Pauli　XIIII　Commentan
’
is
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（ZUrich ，
1537） か らで あ る 。

　 v 一
マ 書 4 章 6 節 か ら12節 を

一
括 し て 注 解 す る ブ リ ン ガ ー

は ， 聖 礼典 に は二

つ の 用 途 あ る い は 効 用 （duabus　usus ） が あ る と語 り出 す （43）。 第 一 義 的 に
，

そ れ は σtiLtβoλoy と し て の 用 法 で あ る が ， そ れ は repraesentatio （表象） と

も ， あ る い は vestigium （足 跡 ） と も ， さ ら に は も っ と 一 般 的 に signum （し

る し） と も言 い 換 えて 差 し 支 え な い
。 彼 は こ の よ うな 理 解 をア ウ グ ス テ ィ ヌ ス

の 1）el ）octrina 　Christiana　 II
，

1
，

1 に 負 う こ と を明 ら か に す る 。 ア ウ グ ス テ

ィ ヌ ス に よ る な ら ば ， 「印 と は ， そ れ が 諸 々 の 感覚 に も た ら す形 像 の ほ か に ，

何か そ れ と は別 の もの を ， そ れ に よ っ て 想 起 させ る も の 」 （rem 　quae 　praeter

speciem 　quam 　ingerit　sensibus 　 aliud 　aliquid 　ex 　se 　faciens　in　cogitationem

venire ） に ほ か な ら な い
。 例 え ば ， 「足 跡 」 を見 る な ら ば

，
そ の 足 跡 を 印 した

あ る動物 が 通 っ た こ と が 察知 さ れ る し， 「煙 」 が 昇 る の が 見 え る な ら ば ， そ の

下 に は 火 の あ る こ と が 認 知 さ れ る は ずで あ る 。

　 こ こ で ブ リ ン ガ ー
は ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス に よ る 「聖 礼典 」 の 定 義付 け ， す な わ

ち 「聖 な る 事物 の 指標 」， 言 い 換 え れ ば 「不 可 視 的 な 恵 み の 可 視 的 な 表 示 」

（sacrae 　rei 　invisibilis　gratiae 　visibile 　signum ） を全 面 的 に 引 挙 ・肯定 す る 。

そ こ で 当然 の こ とな らが ， 聖 礼典 に は 二 つ の 要件 ， す な わ ち 「見 え る 印」 と そ

れ に よ っ て 指 し示 さ れ る 「見 え な い 事 物 〔本 質〕」 が 不 可 欠 と な る （Nam 　 Sa −

cramelltum 　constituitur 　ex 　duobus ，　ex 　signo 　 visibili 　＆ 　re 　significata

invisibili）。
こ の 定 義 そ の も の は ， ほ と ん ど陳腐 と さ え 言 え る ほ ど周 知 の 表 現

か も知 れ な い
。 し か も ブ リ ン ガ ー は

， ア エ レ ナ イ オ ス や ク リ ュ ソ ス トモ ス な ど

を援用 しな が ら，
二 つ の 要件を説明 しよ う とす る 。 ア エ レ ナ イオ ス に よ る な ら

ば ，
二 つ と は 「可 視 的 ・ 地 上 的 」 事 物 と ， 「不 可 視 的 ・ 天 上 的 」 本 体 に ほ か な

ら な い
。 具体的 に 言 うな ら ば

， 洗礼に お い て 前者 は水 その もの で あ るが
， 後者

の 内 実 は 「生 ま れ 変 わ り と ， 天 に お い て 神 の 子 ら と し て 採 択 さ れ る こ と 」

（regeneratio ＆ adoptio 　in　coetum 　filiorum　dci） そ の もの で あ る 。 同様 に
，

聖 餐の 聖 礼典 に お い て は ， 前者 は 単 な る パ ン と葡萄酒 に 過 ぎな い が ， そ の 実体

は と言 え ば ， 「主 の か ら だ と血 そ の もの が 私 た ち の た め に 渡 さ れ ， 流 さ れ た と
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い う こ と， そ こ か ら キ リス トの か らだ と血 との 真実 の 交 わ り」 （ipsum　 corpus

＆ sanguis 　domini　traditum　 et　effusus 　pro　 nobis
，
　 adeoque 　 uera 　 corporis

Christi＆ sanguis 　 communio ） が それ で あ る 。 ク リ ュ ソ ソ トモ ス の 比 喩 を借

用 す る な ら
，

こ の 二 つ の 関係 は
， 地上 的 ・物体的肉体 の 中に ， 天 的 ・ 霊 的な魂

が 宿 っ て い る の と対応 す る。

　以 上
，

ブ リ ン ガ ー が ロ ー マ 書 4 章 11節 に 加 え た 注釈 で あ る が
， 上 述 の よ う

に
，

こ こ に は エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス に お け る ご と き 「神 の 前」， 「人 々 の 前」，

そ し て 「教 会 の 前」 と い う立 体 的 な
， あ る い は 共 同体 形 成的 な理 解 は うか が わ

れ な い
。 そ うだ とす れ ば ， ブ リ ン ガ ー に 対 す る カ ル ヴ ァ ン の 高 い 評 価 の 背 後 に

あ っ た の は 何だ っ た の だ ろ うか 。

　他方 ， ブ ツ ァ
ー は ど う だ ろ うか 。

ロ ー マ 書 4：11 に 付 した 長 文 の 注 解 に は ，

ブ リ ン ガ ー と 同様 に ， 期待 した よ うな 「顕著 に 改革派的」 な 特色 は 見 い だ さ れ

な い
。 そ の 主 旨 は以 下の 四 点 に 要 約 で き る 。 第

一
に ， 割礼 は信仰 に よ っ て す で

に 受 け て い た 義 の 「し る し 」 「証 印 」 （signum 　 et 　 obsignatio ） で あ る こ と
， 第

二 に ， そ れ は 契約 の 「し る し」あ る い は 「封印」 で あ っ て ， 契約 その もの で は

な い こ と　（at 　non 　fuit　illi　signum 　foederis　et 　foedus　ipsum
，
　quantum 　attinet

ad 　prilnam 　illam　iustitiae
，
　uitaeque 　diuinae　communionem ）， 第 三 に は ， 割

礼 は 心 の 中 の 「邪 念 」 「邪 欲 」 の 除 去 の し る し で あ る こ と
， 最 後 に イ ス ラ エ ル

人 の 幼 児 が 八 日 目 に 割 礼 を 受 け た の は ， 実 は キ リ ス トの 復 活 ，
そ れ に 合 わ せ ら

れ る 我々 の 新生 の 予 徴 で あ っ た 。
こ こ に は ， 例 え ば エ ラ ス ム ス な ど に 特 に 顕著

な 「精神化」「霊 化」 の 傾向 を うか が い 見 る こ と も可能 で あ る が
，

い ずれ に し

て も ， ブ ツ ァ
ー に もエ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス に お け る よ う な 「三 次 元 」 的 理 解 は

聞 こ え て こ な い こ と を容認 せ ざ る を得 な い
。 特 に 改革派的 な 礼典 理 解 の ご と き

は ， 所 詮 白昼 夢 に 過 ぎ な か っ た の だ ろ うか 。 そ こ で ， 次 に 二 人 の ル タ ー 派 神 学

者 の 同 じ ロ ー マ 書注 解 に 聞 く こ と に し よ う 。

  メ ラ ン ヒ トン と ブ ー ゲ ン ハ
ー ゲ ン

フ ィ リ プ ・メ ラ ン ヒ トン （1497− 1560）と ヨ ー ハ ン ・ ブ ー ゲ ン ハ ー ゲ ン （1485一
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1558 ） と は ， そ の 生 ・ 没 年 が 示 す よ う に ほ ぼ 同年 配 で あ る 。 メ ラ ン ヒ トン に は

す で に 弱 冠 25歳 で 出版 した Annotationes　in　Epistolas　PaZtliαd　Romanos 　 et

ad 　 Corinthios（NUrnberg ，
五522） も あ る が

，
こ こ で は 批 判 校 訂 版 で も参 照 出

来 る 10年 後 の Commentarii　in　Epistolam　 Pauli　ad 　Romanos （Wittenberg，

1532： Melanchthons　Werke 　 in　Auswahl 　hrsg．　 Rolf　Schafer，　 Rb
’
mer ろ吻 二

Komment αr　 l532
，
　 GUtersloh

， 1965） を取 り上 げ る こ と に す る 。

　 メ ラ ン ヒ ト ン は ロ ー マ 4：11 に 付 し た 注 解 に 「礼典 の 用 途 に つ い て 」 （De

usus 　sacramentorum ） と い う表題 を与 え る 。 その 全 体 は お お ま か に 以 下 の 3

点 に 要約出来 よ う 。 第
一

に は ， 礼典 あ る い は 儀典 （sacramelltum 　et　 cere −

monia ）の 本質 を め ぐ っ て で あ るが
， メ ラ ン ヒ ト ン に よ る な ら ば， そ れ は 何 よ

り も ま ず 「約 束 の 印 」 （signa 　promissionum ） で あ り， 我々 は そ れ に よ っ て

「信 ず る よ う に と勧奨 さ れ る」 （ut 　nos 　admoneant 　ad 　credendum ）。 そ れ 故 に
，

こ れ らは 決 して 罪 の 赦 し を獲 得 さ せ た り， 義 と す る わ け で は な く， 「た だ我々

が 信 ず る よ うに と ， 眼前 に 記 憶 を あ り あ り と想起 させ る 標徴 に す ぎな い
。 ち ょ

う ど御 言葉 が 耳 に 響 く と ， 心 が 信 仰 へ と動 か され る の と同 じで あ る 」 （sed 　sunt

notae ，　 quae 　incurrunt　in　oculos 　ad 　commenefaciendos 　nos 　ad 　credendum
，

sicut 　verbum 　incurrit　in　aures
，
　ut 　moveat 　cor 　ad 　credendum ）

22 ）
。

　 そ う で あ る か ら に は
， 礼 典 な い し は 儀典 は 御 言 葉 抜 きで は あ り得 な い

。 メ ラ

ン ヒ トン は比 喩 的 に 「儀 典 は 御 言葉 の 絵 画 で あ る 」 （pictura　quaedam 　verbi ）

と ま で 言 う 。 ア ウ グス テ ィ ヌ ス が 礼 典 を 「可 視 的 言 葉 」 （verbum 　 visibile ） と

呼 ぶ の も そ の 意 味 に お い て に ほ か な ら な い
。 そ こ で 4：／1 に 戻 る な らば ， 「ア ブ

ラ ハ ム は御言葉 ， す な わ ち 約 束 を す で に 持 っ て い た 。 〔同 時 に 〕 彼 は 印 ， す な

わ ち割礼 を も有 して い た 」 （Abraham 　 habebat　 verbum
，

　 sc ．　 promissionem ；

habebat　et　signum
，
　sc ．　circurncisionem ）。 別 言 す る な ら ば ， 「礼典 は道 具 〔通

路〕で あ り ， そ れ に よ っ て 信 仰 は 目覚 め さ せ ら れ ， 確立 さ れ
， 堅 固 に な る 」

（Ita　 sacramenta 　 sunt 　instrumenta
，
　 per　quae 　fides　 excitatur

，
　 erigitur 　 et

confirmatur ）。 こ こ か ら メ ラ ン ヒ トン が カ ト リ ッ ク教会 の ex 　 opere 　 operato

批判 へ と 向か う こ とは ， す で に 本 小 論 の 冒頭 で も触 れ た とお りで あ る 。 た だ
一
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言付 け加 え る な らば ， メ ラ ン ヒ トン は 言 う 「信仰 を抜 き に した御言 葉 が何 を も

産 ま な い の と同 様 に ， 信 仰 を増 し加 え な い 礼 典 は 無益 で あ る 」 （sicut 　 verbum

sine 　fide　non 　prodest ，
　ita　nec 　sacramenta 　prosunt ，

　nisi 　fidem　addamus ）
23 ）

。

　論 が 分 か れ る の は こ こ か らで あ る 。 メ ラ ン ヒ トン は 自ら に 両 面 作戦 を強い る

こ と に な る。 すなわ ち，

一
方で はス イ ス の 諸教会の 礼典理解 と

， 他方で は再洗

礼派 の 礼典理 解 と， 自らを峻別 す る課 題 に 直 面 す る 。 まず メ ラ ン ヒ トン は ， わ

ざ わ ざ ツ ヴ ィ ン グ リの 名 を 挙 示 し な が ら ， 「礼 典 を市民 的 慣習 に な ぞ ら え て ，

人 々 の 間で の 告白の 標徴 と考 え る ツ ヴ ィ ン グ リの 見解 また 比 喩 は退 け られ な け

れ ば な ら な い 」 （Repudianda　est　 et　Cinglii　 opinio 　et 　similium
，
　 qui　 tantum

civili　more 　iudicant　de　signis ，
　sc ．　signa 　et　sacramenta 　tantum 　notas 　esse

professionis 　inter　homines）
24 ）

と強 く主 張す る 。 ち ょ う ど ロ
ー

マ 人 が そ の 着用

す る ト
ー ガ に よ っ て 自分 ら を他か ら 区別 し た よ う に ， キ リス ト者 は 洗 礼 の 礼典

に よ っ て ， 人 々 の 前で 他 の 宗派 か ら弁別 され る （coram 　hominibus　discernant

christianos 　 ab 　aliis 　sectis ） と ス イ ス の 諸 教 会 は 言 い 張 る が
， そ れ は 「美 し い

空 想」 （imaginatio　bella） 1こ過 ぎな い
。 な ぜ な ら ば ， 礼 典 は人 々 自身の 間で の

印 と 言 うよ り は
， 「我 々 に 対 す る 神 の 御 意志 の 印 で あ り， そ れ に よ っ て 神 は 天

か らの 新 た な奇 跡 を起 こ し ， 憐 れ み を垂 れ よ う と欲 せ られ る こ と を証 さ れ る 」

（Nam 　 sacramenta 　 sunt 　 signa 　 llon　 tantum 　 hominum 　 inter　 ipsos
，
　 sed

voluntatis 　Dei　erga 　nos
，
　et 　sunt 　signa

，
　per　quae 　Deus　testatur　tamquam 　novo

miraculo 　de　caelo 　edito 　 se　velle 　misereri ） か らで あ る。

　 次 い で メ ラ ン ヒ トン は 再 洗 礼 派 の 礼典理 解 を批判 す る 。 「彼 ら は 礼 典 を 神 の

憐憫 と信 仰 の 印 と し て で は な く， む し ろ 我 々 の 行 な い の 象 徴 に 変 え て し ま っ て

い る 」 （qui　fingunt　sacramenta 　non 　esse 　signa 　misericordiae 　et　fidei
，
　 sed

tantum 　nostrorum 　operum 　symbola ）
25 ）

。 そ の 意 味 で は オ リゲ ネ ス や そ れ に 追

従 す る 者 ら も同 じ過 ち に 陥 っ て い る 。 彼 ら の 間 で は 「印 は信 仰 へ で は な く， 行

な い へ と移 行 す る 結果 とな る」 （hoc　 est 　transferre　 signa 　 tantum 　 ad 　 opera
，

non 　ad 　fidem 〔139〕）。

　 結論 は こ うで あ る 。 「こ れ らの 印 は 何 よ り もま ず信 仰 を 目覚 め さ せ る た め に
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制 定 さ れ た 。 す な わ ち ，
こ れ ら は 我 々 に 対 す る 神 の 御意 志 と約 束 さ れ た 憐 憫 の

印に ほ か な らな い 」 （praecipue 　haec　 signa 　 ad 　 exercendam 　 fidem　instituta

esse
，
　h．e ．　esse 　signa 　voluntatis 　Dei　erga 　nos 　et 　misercordiae 　promissae ）

26 ）
。

した が っ て ， 礼典の 第一 の 効用 あ る い は 目的 は 「こ れ らの 印 に よ っ て
， 良心 を

慰 め
，

こ れ を助 け る こ と に あ る 」 （Hic　 est 　 praecipuus 　 usus 　 ac 　 finis　 sa −

CramentOrUm ．．．； nam 　 haeC　 ratiO 　 SignOrUm 　 COnSOlatUr 　 aC 　 iUVat　 COnS −

cientias ）。 メ ラ ン ヒ トン に と っ て ， よ り
一

般 論 的 に は ル タ ー 派 に と っ て ， 礼

典 と い う印 は 第
一

義 的 に 「神の 前」 で あ り ，
エ コ ラ ン パ ー デ ィ ウ ス や カ ル ヴ ァ

ン の よ うな 意 味 で の 「人 々 の 前」，
い わ ん や 「教 会 の 前 1 は 考 え られ な い と言

っ て は 結 論 を 急 ぎ す ぎた こ と に な ろ うか 。

　最後 に も う
一

人 の ル タ ー 派 の 神学 者 ブー ゲ ン ハ ー ゲ ン に 短 く言及 し て 稿 を 閉

じ る こ と に し よ う 。
ブ ー ゲ ン ハ ー ゲ ン の ロ ー マ 書 注 解 （ln　1助猊 o 如 珊 　ad

Romanos ノη ’吻 γ6 嬬 ガo
，
　 Hagenau ： 1527） も また ， 宗教 改 革 史 の 中で は比 較 的

早 期 に 属 す る 。 4：11に 付 し た 注 解 に お い て ， ブ ー ゲ ン ハ
ー ゲ ン は 「印 の 効 用 」

（signorum 　 usus ） に つ い て 取 り上 げ る 。 具 体的 に は 割 礼 の 効 用 に つ い て で あ

る が ， そ れ は キ リス ト教 の 礼典 と 同様 に ， そ れ 自体 で は義 とす る こ と は な い
。

そ れ は す で に 先行 す る 「最 も確 か な 内的 義 の 印」 （certissirIla 　 signa 　 internae

iusticiae〔40〕） に ほ か な ら な い
。 も っ と も ， 人々 の 間 で 「外 的言 葉 」 （言 辞）

が 人 を誤 らせ る こ とが あ る と し て も ， な お も こ の 人 間 に よ る外 的 言辞 を信仰 に

よ っ て 神 の 御言葉 と し て 我 々 が 受 け入 れ る と 同様 に
， 「信仰 に よ っ て 受 け 止 め

られ た 礼 典 が 義 と す る 」 （fide　 susceptum 　 Verbum 　 Dei　 justificat， ＆ fide

susupect ．a 　sacramenta 　jus　tificallt） と言 え な い こ と もな い
。 信仰 は 聴 く こ と

に よ る （fides　 ex 　 auditu ） が ， そ れ と 並 ん で ， 「礼典 は こ の 信 仰 の 微 徴 ， 印 ，

契 約 な い し協定 （sigilla ，　signa ．　pactum ）」 だ か ら で あ る 。

　確 か に ブ ー ゲ ン ハ ー ゲ ン に お い て は ， 第二 義 的 で は あ る と し て も ， 印 に は

「人 々 の た め
， 人 々 の 前 で 」 と い う働 きが 皆無 で は な い

。 そ れ が 我 々 を信仰者

と し て 他 の 者 た ち に 指 し示 す （Secundario　autem 　per　talia　significamus 　aliis，

ut 　llos　pro　fidelibus　habeant 〔41〕） の は事 実 で あ る 。 しか も な お ， そ れ は あ
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くま で も副 次的 （secundario ） に 過 ぎない 。 人 々 の 間で の 印 は
，

し ば しば誤 ら

せ
， 偽 善 と な ろ う と も， 私 と神 と の 間 で は ， 私 を誤 らせ る こ と は あ り得 な い

（Signum 　et 　pactum 　inter　me 　et 　Deum
，
．．．non 　me 　fallit） か らで あ る 。 こ の よ

う に ブ ー ゲ ン ハ ー ゲ ン に お い て は ， 偽 善 と誤 謬 とい う保 留 付 き で は あ っ て も，

礼典が 人々 の 間 で 証示 し ・指示 す る働 きの あ る こ とが 容認 され て い る が ， 忘れ

て な らな い の は ， そ れ が あ く まで も第二 義的 ・副次的 で しか な い こ とで あ る。

ブ ー ゲ ン ハ ー ゲ ン も ま た
，

coram 　Deo の 圧 倒 的 な 優位 を 信 ず るル タ ー 派 で あ

っ た 。

　繰 り返 し述 べ た よ うに
， 残 さ れ た 課題 は少 な くな い

。 確か に 活字公 刊 は20世

紀 に な っ て か ら で あ っ た に し て も ，
ル タ ー の ロ ー マ 書注解 に 触 れ ず に ル タ ー 派

を語 る こ と の 不 十分 さ も承知 して い る が ， 限 られ た 紙幅 の 中 で 果 た し得 た こ と

は僅 か だ っ た 。 「神 の 前」， 「人 の 前」， そ し て 「教会 の 前」 とい う， 「三 次元 的」

礼 典 理 解 ， あ る い は極言 す る な らば ， 「礼 典 の 第 三 用 法 」 を概念 的 に もよ り鮮

明 に し，

一 次資料か ら も確認 す る 努力 を続 け た い と念願 して い る 。
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