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派遣 を生 み 出す福音

一
選びの 信仰の 復権

神　代 　真砂 実

　 こ の 小 論 の 題名 に は ，
二 つ の 含 み が あ る 。

「派遣 を生 み 出す福音」 とい う と

き ， そ こ で は 第
一

に ， 福 音 は必 然 的 に 派 遣 を伴 うとい うこ とが 考 え られ て い る 。

それ ゆ え に ， そ の 裏返 し とな る わ けで あ る が ， 第 二 の こ と と し て
， 派 遣 を生 み

出 さな い 福音 は 「福音」 で は な い と も言 わ な けれ ば な らな い 。 そ れ は 福音 の 仮

面 を か ぶ っ て い る か も知 れ な い が
， 決 し て 福 音 で は な い 。 そ れ に もか か わ らず ，

過 去 に お い て も ， 今 日に お い て も ， そ の 「福 音 な らざ る福 音 」 は常 に 教会 を脅

か し て い る 。

　そ れ で は ， 派遣 を 生み 出 さない 「福音な らざる福音 」 とは ， どの よ うな もの

で あ ろ うか 。 これ は
一

方 で は 決定論的な教え とし て 姿を現す 。 こ の 中に は ， 伝

統 的 な 意 味 で の 二 重 予 定 説 や 普 遍 救 済説 が 含 まれ る 。 詳 し い こ とは ，
こ れ か ら

論 じ る とし て も ， こ の ど ち ら も救済 の 範囲 が 人 類 の
一

部分 ， あ るい は 逆 に 全体

と して 既 に （つ ま り， 世 の 初 め か ら）確 定 され て い る と考 え る こ とで ， 積極 的

な派 遣 の 動 機づ け が 出来 な い 。 既 に 救 われ る者 の 範 囲 が 決 定 され て い る な ら ，

ど うして 敢 え て 宣 教 ・ 伝道 に赴 か な けれ ば な らな い こ とが あ ろ うか とい うわ け

で あ る 。 た だ し ， こ の 両者 に お い て ， 今 日， よ り顕 著 に な っ て い る の は ， 普遍

救済説 の 方で あ る 。 デ イヴ ィ ッ ド ・フ ァ
ー ガ ソ ン は ，

こ の 状況 に つ い て こ う述

べ て い る 。
「現 代 の 神 学 に お い て ， 予 定 に 関 す るか つ て の 論争 の 多 くが 今 で は 普

遍 救済の 問題 に 関 し て 戦 わ せ られ て い る とい うの は ， 奇妙 なこ とで あ る」
1）

。

　他方 ，
「福音 な らざ る 福音」 は ， 選 び の 信仰 の 拒 否 と し て 姿 を現 す 。 神 は 神 の

民 の 「内 」 と 「外 」 とを 区別 し な い とい うよ うな こ とが 語 られ る と き ， 神 の 民
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の 選 び とい う信仰 は ， 独 善的 ， あ る い は エ リー ト主義 的 な もの とし て 退 け られ

る。 も う少 し ，
こ の 行 き方 を 推 し進 めれ ば

， そ こ に は ポ ス トモ ダ ニ ズ ム 的多元

主 義 が 立 ち 現れ て くる 。 真 理 や 正 し さに つ い て 語 る こ とが 権 威 主 義 ・フ ァ シ ズ

ム ・帝国主 義の 香 りを持つ もの とし て 疎 まれ る よ うに なる 。 派遣と ， それ に よ

っ て な され る は ず の 伝 道 は
，

こ うし た 理 由か ら排 除 され る 。 こ ち らの 議 論 は ，

今 日の 日本 基督教 団 に お い て ， しば しば 耳 に す る もの で あ る 。

　例 え ば ， 2000 年 3 月 に 開 か れ た ， 日本 基 督教団の 宣教委員会 の 主 催 に よ る 宣
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た け うち ふ く え

教方策会議 に お い て 配 布 され た 竹 内富久恵 に よ る 聖 書研 究 （ヨ エ ル 3 ：1−5 に つ

い て ） を 見 て み よ う、 そ こ で は ，
ヨ エ ル 書 の 成 立 年代 が エ ズ ラ ・ネ ヘ ミ ヤ の 改

革以 後 で ， それ ゆ え に 「ユ ダ ヤ 人 だ けを 救済の 対象 とす る ユ ダ ヤ 教 が 成 立 し て

い る」 と し ， こ の 意 味 で の 「内 」 と 「外 」 とい う思 考 の 枠組 み が 存在す る と指

摘 され る 2）。 そ の 上 で
，

ヨ エ ル 3 ：1 に お け る 「す べ て の 人 」 は ， そ の よ うな枠
　 　 　 　 　 　 　 　 　マ マ 　

組 み を越 え た 「文 字 通 の 『す べ て の 人 』 で あ る」 と述 べ 3）
， 次 の よ うな結 論 が

導 き出 され る 。

　
・こ の 〔ヨ エ ル 書 〕3 章 は 「内 」 と 「外 」 とい う我 々 人 間の 枠組 み を越 え ，

「す べ て の 人 」を 救 うとい う神 の 恵 み が 述 べ られ て い る と言 え よ う。 そ の 神 の

恵 み を 明 らか に 示 され な が ら ， そ れ で も私 た ちは そ の 枠 を持 ち続 け よ うとす

る の だ ろ うか 。 そ の 神 の 恵 み を 私 た ち 自身 が 定 め た 基 準や 条件 とい う枠 に よ

っ て ， 遮 断 し よ う とす る の だ ろ うか 。 す べ て の 人 に 注 が れ る 神 の 霊 を ， 預 言

者や王 の み が 注が れ る と され た 霊 と し て 認 識 し ， あ る 「権威 」 を つ く り続 け

る の だ ろ うか ．… … 相 手 を 「内」へ と引 き 込 む こ とを 命 題 とし ， さ もな くば 「外 」

を 捨て お くこ とを望み 続け る で あ ろ うか 。

　 こ の 第 3 章 か ら問わ れ る の は ま さ し く私 た ち の 宣 教の 在 り方 で あ 〔る〕4）。

こ こ で は ， 全 て の 人 間 へ と 向か う神 の 恵 み と， そ れ を 拒 否 し て 自分 の 救 い で 満

足 し よ うとす る選 び の 民 の 内向 き志 向 と が 対 立 させ られ て い る 。 こ の よ うに し

て ， 神 の 恵 み の 普遍性 を 主 張 し
， 選 び に つ い て 語 る こ とを拒否す る とな る と ，
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イ ス ラエ ル を選ん だ神 と人類を普遍的 に恵 もうとする神とは （そ の どち ら も聖

書 に お い て 証 し され て い る の で あ る ） 同
一

で あ る の か とい う問 い を 避 け る こ と

は 出来 な い は ずで あ る 。 一 種 の マ ル キ オ ン 主 義 を こ こ に 見 る こ と も， そ れ ゆえ

に 不可能で は ない で あろ う。 それ は と もか く とし て ， 恵み の 普遍性 と選 び の 個

別 性 とを 対 照 させ て
， 後者 を排除す る とい う立 場 は ， 選 び の 信仰 の 否 定 が 普遍

救済説 に 向か うこ との 典型的な例 で あ る と言 え よ う。

　 先 の 引用 に お い て ，
「基 準」 や 「条 件 」 や 「権威 」 と い っ た 言 葉 が 否 定 的 に 用

い られ て い た こ と に も ， 併 せ て 注 目 し て お き た い 。 先 に 「ポ ス トモ ダ ニ ズ ム 的 」

と言 っ た の は ，
こ の あ た りの 事情 を 指 し て の こ と で あ る 。

「ポ ス トモ ダ ニ ズ ム 」が

何 で あ るか に つ い て ，
こ こ で 議論す る つ も りは な い 5）

。 分析 ・秩序 づ け ・支配

を拒 否 し ， 相 対 主 義 の 立 場 に 立 っ て ， 権威 あ る解 釈 を 拒 否 す る思 想 的 態 度 とい

う程度 の 意 味 で あ る 。 しか し ， 先 の 文章 が 示 し て い る 事柄 が ， こ うし た ポ ス ト

モ ダ ニ ズ ム の 性質 に 合致す る もの で あ る こ と は 明 らか で あ ろ う。

　そ し て
，

こ の よ うな 態度 は ま た ， 伝道 を 「教化 ・改宗す る 同化 主義」
6） と理

解す る 立 場 に も現 れ て い る と言 え る 。 伝 道 を 強 者 の 弱 者 に 対す る支配 ， 思想や

価値 の
一

方的押 し 付 け と理 解 して い る か らで あ る 。 こ れ が 選 び の 信仰 の 否定 に

つ な が る こ とは 言 うま で もな い 。 伝 道 そ の もの が 否 定 され れ ば ， 伝道 の 担 い 手

と し て の 教会 の 選 び に つ い て 語 る こ とは 無意味で あ る 。 さ らに
，

こ の 考え を推

し進 め れ ば ， 自分 自身 を も ， こ の 「同 化 主 義 」 の 犠 牲者 と し て 捉 え る他 に 道は

な い か ら ， 自 らの キ リス ト者 とし て の ア イデ ン テ ィ テ ィ
ー を も否定的 に 考 え な

け れ ば な ら な い 。 そ れ は 自分 が 神 の 選 び に 与 っ て い る こ との 否 定 に な る 。

　今の こ とか ら示 され る よ うに ， 選 び の 信仰 を否 定す る こ とは キ リス ト者 の ア

イデ ン テ ィ テ ィ
ー

の 否 定 に つ な が る 。 さ らに こ れ が 普遍救済説 と結合 され る場

合， 未受洗者の 陪餐を認 め る とい うこ とが 起 こ っ て くる 。 恩寵が 全て の 人 に 開

か れ て い る な ら ， そ し て
， 選 び に 与 っ て い る者 が 明 らか に され な い な ら ， ど う

し て 陪餐 を教会員 の み に 限定 す る必 要 が あ ろ うか とい うの が
， そ の 論 理 で あ る 。

こ うし て
， 選 び の 信仰 の 拒否や普遍救済説は 教会を破壊する 。
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　 以 上 ，
「福音な ら ざ る福音」 の 二 つ の 形態 に つ い て ， 特 に 選 び の 信 仰 の 否定 と

い うこ とを中心 に 考えて み た 。 し か し ， 既 に 示 唆 され て い る よ うに ， 普遍 救済

説 とい う形 態 に お け る 決 定 論 と選 び の 信仰の 否 定 との 間 に は 関係 が ある 。 特 に

現代 の 状況 を考 えて み る と ，
こ の 両 者 の 問 に は相関関係が あ る と言 え る 。 こ れ

は ， もう少 し 正 確 に 言 うな らば ， 神 の 恩 寵が 選 び （あ るい は 予 定） の 教 えか ら

切 り離され て
， 普遍救済 の 教 え と結合され る よ うに な っ た とい うこ とで あ る 。

こ の あ た りの 事情 を少 し 見 て お くこ とに し よ う。

　 二 十世 紀 の 初め に エ ル ン ス ト・
ト レ ル チ は ，

こ う書い た 。 「今 日の 宗教 的 講話

に お い て ， 人 々 は 神の 恩寵 に つ い て 非常 に頻繁 に 聞 く一 方 で ， 予 定 ， あ る い は

万 物 に つ い て の 神 に よ る前 も っ て の 決 定に つ い て 聞 くこ とは まれ で あ る 」
7）

。 教

会 に お い て 恩 寵が 語 られ る と きに
， 予 定 は もは や 顧 み られ ない の で あ る 。 言 い

換 えれ ば ， 恵 み 深 い 神 は 好 まれ る が ， 選 ぶ ， あ るい は 予 定 す る 神は 嫌わ れ る と

い うこ とに な ろ う． 同 じ 文 章 に お い て トレ ル チ は
， 恩寵 と予 定 との 関 係 は ，

か

っ て は 緊 密で あ っ た と指摘 して い る が ， そ の よ うな関係 は 過 去の こ と とな っ て

い る の で あ る 。

　 こ の よ うに し て 恩寵 が 予 定 か ら切 り離 され て 起 こ っ た の は ， 恩 寵が 普遍 救済

説 と結び 付い た とい うこ とで あ る 。 トレ ル チ と同 じ頃 ，
ス コ ッ トラン ドの 神 学

者 H ．R ．マ ッ キ ン ト ッ シ ュ は
， も し も英 語 圏 の 牧 師た ちの 見解 を密か に 聞 く機

会 が あれ ば ， そ の ほ とん どは 普遍救済説 を と る と思 わ れ る と述 べ て い る 8）
。 公

に 普遍 救 済 を 認 め る こ とは し な い が （こ れ は 元 来 ，異 端 で あ る か ら），
心 の 中で

は 普遍救済説 に 愛着を 持 っ て い る とい うの が
，

た い て い の 牧師 た ちの 本音で は

な い か とい うわ け で あ る 。 こ の 指摘 は ，

一 世 紀 近 くを経 た 現 在 に お い て も ， な

お 有 効 で あ ろ う。

　普遍救済説 が ， 古代 に お い て は ， 例 え ば オ リゲ ネ ス の よ うな支持者 を持 っ て

い た に も か か わ ら ず ， 異 端 と され た こ とは 周 知 の 通 りで あ る 9）
。 と こ ろ が

，
こ

れ が 十七 世 紀 に な っ て 再 び 現れ て くる の で あ る 。 そ の 理 由を リチ ャ
ー

ド ・ ボ ー

カ ム は
， 全 て の 人 を救 お う とす る 神 の 意 志 を 排 除す る 限 定 的 贖 罪 の 考 え を 持 つ

カ ル ヴ ァ ン 主 義 の 個 別 主 義 へ の 反動 で あ る と見 て い る
lo）

。 個別 主 義 （particu一
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1arism）とい うの は
， 救われ る者が特定の 数に 限 られ て い る とい う考えの こ とで

，

伝統的な 予 定論 の 立 場 が こ れ で あ る 。 普遍 救済説 （universalism ） と対照的 な 立

場 で あ る 。 こ の よ うに ， 普 遍 救 済 説 と個 別 主 義 な い し は 予 定 論 とが 対 立 関 係 に

あ る こ とが 理解され れ ば ， 先 の トレ ル チ の 指摘 が 予 定論 の 衰 退 と普遍救済説 の

優勢 と い う状 況 に 触 れ て い る の が わ か る 。 恩 寵 と予 定 との 関 係 が 弱 ま り， 解 消

し て し ま う と き に
， 恩 寵 は 普遍 救済 と手 を組 む もの と 見 られ る よ うに な る の で

あ る 。

　 普遍 救 済 説 の 復興 を促 し た も う
一

つ の 要 因 と し て 注 目 され る の は ，
「報 復 的正

義」 の 思想 の 衰退 で あ る
11）

。 こ れ も興 味深 い こ とに 十 七 世紀以 降の こ とで あ る

が ， 人 々 は 邪 な 者 の 断 罪 とい う考 え方 を受 け 容 れ られ な くな っ た 12）。 こ の こ と

の 帰結 とも言え る の が フ リー ド リ ヒ ・シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ
ー の 見解 で あ っ て ，

も は や ， どれ ほ ど正 義 に 適 っ て い よ うと も ， 他 の 人 々 の 苦 し み をわ れ われ は 喜

ぶ こ とが 出来ず ， む し ろ憐れ み を 感 じ る の だ と言 う 13）
。 シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー

自身 が 普遍 救済説 の 支 持 者 で あ る ）bS　14），
こ れ は 必 然 と言 え よ う。 （永遠 の 刑罰

へ の ） 断 罪 ・ 棄却 を 受 け 容れ な い の で あれ ば ， 普遍 救 済を支持す る 方向に 向か

わ な い わ け に は い か な い か らで あ る 。 さ らに ， 報 復 的 正 義 の 思 想 の 衰 退 に よ っ

て
， 普遍 救済 に つ い て 公 然 と語 る 機会 も生 じ て くる 。 とい うの も， 報復的正 義

を語 り ， そ れ ゆ え に 永遠 の 刑 罰 に つ い て 語 る こ とが 社会 の 秩 序 の 維持 に 不 可欠

で あ る とい う考え方 が あ っ た とこ ろ で は ， 永遠の 刑罰 を否定す る普遍救済を論

じ る こ とは 危険 と見 な され た で あ ろ うが ， そ の よ うな前提 が 失 われ て し ま え ば ，

もは や歯止 め は 存在 し な い こ と に な るか らで あ る 15）
。

　 こ の よ うな わ け で ， 予 定 あ る い は 選 び と恩 寵 と の 分 離 と断 罪 へ の 嫌悪 感 か ら ，

普遍救済説 の 復興 ・流行は 起 こ っ て きた と言 え よ う。 し か し ， 初 め に も触 れ た

よ うに ， 普遍 救済説 は 派 遣 を 生 み 出 さ な い 。 決 定論 に よ っ て い る か らで あ る 。

だか ら と言 っ て
， 伝 統 的な 予 定 説 の 復興 で は 問題 は解 決 され な い 。 それ も ま た

決定論的な思 惟 に 基 づ い て い るか らで あ る 。 従 っ て
，

こ こ で の 課 題 は ， 決定論

に 陥 ら な い 仕 方 で 選 び に つ い て 語 る こ とで あ る 。 そ れ で は
， そ の こ と は ど の よ
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うに して 可 能 なの で あ ろ うか 。 こ の 問題 を考 え るた め に ， まず ， 伝 統的な 予 定

説 と普遍 救 済 説 とが 持 つ 決 定 論 に つ い て ， も う少 し 詳 し く考 えて み る 必 要 が あ

る 。

　 最 初 に ， こ れ ま で 定 義 ・説 明 な し に 用 い て きた 「決 定 論」 とい う概 念 に つ い

て
， きち ん とさせ て お く必 要が あ る 。 決定論は ， あらゆ る人 間 と歴 史の 中の 出

来 事 とが 因果 法則 に よ っ て 規 定 され て い る と考 え る （そ れ ゆ え に ， 特 に 人 間 の

自由は 否 定 され るか
， ひ ど く制約 を受 け る）。 予定説 と普遍 救済説 に つ い て 「決

定論 的」 と表現 す る の は ， 神 の 意志 に よ っ て 特 に 人 間 の 究極 の 運 命が 決 定 され

て い る と ， 両者 共 に 考 え る か ら で あ る 。
つ ま り， 神 が 人 類 の

一
部 を 救 う決 断 を

下 し て い る場合に は ， 予定説 の 形 に な り， 他方 ， 神が 全 て の 人 類 （そ の 他 ， ど

の 範 囲 ま で が 救 わ れ る か に よ っ て ， 多 少 の 違 い は 生 じ る もの の ）
16） を救 うと決

定 し て い れ ば ， 普遍救済説 とな る。 被造物 ， 特 に 人 間の 究極的な 運 命の 決 定 に

か か わ る とい う意 味 で ， こ れ らの 決 定 論 を 「運 命 論 」 と呼ぶ こ と も 不 可 能 で は

な い
。

　 さて ， 問題 は ， 伝統的 な予 定説 と普 遍 救済説 の ど ち ら もが ， 上 で 定 義 し た よ

うに 因 果 法 則 の 図式 で 考 え て い る とい う と こ ろ に あ る。 い や ，
こ の 言 い 方 は 正

確で は な い 。 永遠 な る神 の 決定 と時 間 の 内部あ る い は 終 局 に お け るそ の 現 実化

との 関係 を捉 え よ うとす る ときに 用 い られ て い る 因果関係が 誤 っ た 永遠理 解に

基 づ い て お り ， 永 遠 と 時間 と を 混 同 し て い る と い うと こ ろ に ， 問 題 は あ る 。 カ

ー
ル ・バ ル トが 伝 統 的 な 予 定 説 の 問題 を指 摘 し て い る以 下 の 文 章 が

，
こ の 点 に

触れ て い る 。

伝 統 的 な 予 定 論 は
… …

， 予 定 の 中 に ， 既 に 完 了 し 〔ま と ま っ 〕 た 仕 方 で

（abgeschlossen ）， 〔そ こ に 〕 あ る処 置 〔の 仕 方 とい うもの 〕一
そ の 中で 神 が

ご 白身 を ， そ の よ うな処 置 〔の 仕 方 〕 を永 遠 か らし て 決 定 され た 間 に
， 時 間

に 対 し て い わば 縛 りつ け ． 固 定 し て し ま わ れ ， そ れ に つ い て 神 は ，
ご 自身の

不 変性 の 故 に ， それ が
一

度 予 定 され た 後 は
， また ご 自身 で も も は や 何 も変え

る こ とが で きな い 処 置 〔の 仕方 とい うもの 〕　　 を見 た 。 既 に ，
い ずれ に し
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て も， 昔 の 予 定論 の 中 で 支 配 的 で あ る予 定 の 決 定 （decretum　praedestinationis）

と い う概念が そ もそ も ，
こ の 方 向 を と っ て 宿命的 な仕方 で 誤解され る こ とが

で き， 事 実 ひ ろ い 範 囲 に わ た っ て 誤 解 され て き た とい う こ とは 明 らか で あ

る
17）。

バ ル トに よれば ， 伝統的な予定説 の 欠陥 （の 一 つ ）は ， 神が 予定の 決定 と共に

時間 に 拘束 され る こ とに あ る 。 永遠 な る神 は 予 定に よ っ て 時 間 へ と引 きず りお

ろ され ， もは や時間を超え られ な い
。 とい うこ とは ，

こ の 場 合 ，
い くら予 定が

永遠の 昔に 遡 る と言 われ て も ，
い や ， それ ど こ ろか

， 予 定す る神 が永遠 で ある

と語 られ よ うと ， そ の 永遠 は 永 遠 で は な く， せ い ぜ い 時 間の 無限 の 延 長 に し か

過 ぎな い こ とに な る の で あ る 。

　 も っ とも ，永遠 を 時 間 の 無 限 の 延 長 とし て 捉 え る行 き方 もな い わ け で は な い 。

永遠 を 「永 続性 （sempiternity ）」 と し て 捉 え る 場 合 が
， そ うで あ る 。 し か し

，
こ

の 永続性 を ， 上 に 述べ た よ うな ， 時 間の 無限の 延 長 とし て 把握 す る の で あれ ば ，

つ ま り ， 過 去 と現在 と将 来 とい う三 つ の 相 に 分 か れ ， 絶え 間 な く過 ぎ 去 っ て い

く時間 の 延 長 とし て 把 握す る の で あれ ば
， それ は 間違 い で あ る 。 なぜ な ら ， そ

れ は 時 間 と質的に 異 な っ て い な い 永遠 で あ る か らで あ る 。 そ の よ うな 永遠 は 永

遠 で は な い 。 神 の 固有 な 時 間 で は な い 。

　 こ の
， 悪 い 意味で の 「永続性 」 とし て 捉 え られ た 永遠 が 神の 固有の 時間 で あ

る とされ る な らば ， 結局 ， 永遠 な る神 の 存在 は 時 間 の 流れ に 服 従 させ られ る こ

とに な る 。 神 に よ っ て 創 られ た は ずの 時間 が ， 神 の 存 在 を 規 定す る こ と に な る 。

こ れ は 決 し て 正 し い とは言 え な い 。 人 間が 自分 に 与 え られ た 時間の 経験に よ っ

て ， 永遠 と永 遠 な る 神 を 捉 え よ う とす る こ とは ， 人 間が 神 に 対 し て 上 位 を 占め

る こ とに な るか らで あ る 18）
。

　 こ の よ うな仕方 で 把 握 され た 永遠 に お い て な され る神 の 決断 も ， それ ゆ え に

時 間 の 中で の 決 断 とい うこ と に な る 。 時 間 の 中 で な され た 決 断 に 対 応 して ， 時

間の 中に お い て その 結果 が 生 じ る 。 こ の 因果 関 係 が
，

こ こ で 問題 に し て い る決

定 論 の 図式 で あ る 。 こ れ が ， 伝 統 的 な二 重 予 定 説 に 認 め られ る こ と は ， 先 程 の
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バ ル トの 言 葉 か ら も明 らか で あ ろ う。 こ うし て ， 永遠 が 時間に 押 し込 め られ る

とき， 神 もまた （こ こ で は 因果関係 とい う）人 間の 思考の 枠組 み に 押 し 込 め ら

れ る こ と に な り， 人 間 が 神 に 勝 る こ とに な る 。

　普遍 救 済説 の 場 合 も 同様 で あ る 。 例 え ば ， 現 代 に お け る代 表 的 な普 遍 救 済説

の 主 張 者 の
一

人 に ジ ョ ン ・ ヒ ッ クが い るが
， 彼 は 次の よ うに 述 べ て い る 。

「われ

わ れ は … … 全 人 類 の 究 極 的 救 済 を 主 張 し な けれ ば な ら な い 。 われ われ が こ れ を

主 張 す る信仰 とは ， わ れ わ れ が 神 の 救 済 の 愛 と 至 高 の 力 と を 主 張 す る そ の 信 仰

で あ る 」
19）

。 イ エ ス
・
キ リ ス トに お い て 啓示 され た 「神 の 救 済 の 愛 と至 高 の 力 」

へ の 信 仰 が ， こ こ で は 直ちに 普遍 救済説 と結び 付 け られ て い る 。

　神学の 歴 史 を ひ も とい て み れ ば ， 人 類 あ る い は被造 物 の 歴 史 の 終 わ りに お け

る 運 命に つ い て は
， 予 定説 と普遍 救済 説 と神 人 協 力 説 （ア ル ミ ニ ウ ス 主 義） と

の 三 つ の 道が 可 能で あ る こ とが わ か る が 20）
， 普遍 救済説 だ け が 啓示 に よ っ て い

て
， 他 の 二 つ が よ っ て い な い な ど と簡 単 に は 言 え な い に もか か わ らず ，

ヒ ッ ク

は こ の よ うな 結論 を 引 き出 し て くるの で あ る 。 既 に こ の 事実か ら ， 人 間の 方が

事 柄 を 支配 し て い る の で は な い か とい う疑 い を 抱 か せ られ な い で は い られ な い

の で あ る が ，
こ の 場合 で も ， 神 が ひ とた び 「救済の 愛 と至 高の 力」 を持 つ と規

定 され る や 否 や 普遍 救 済 が 自動 的 に 導 き 出 され る とい う点で は ， 予 定説 の 図式

と同 じ で あ る 。 神 は 「救 済の 愛 と至 高 の 力 」 とい う原 因 か ら生 じ る 結 果 に 拘束

され て し ま うこ とに な る 。 こ れ は 神 が 時 間 に 拘束 され る こ とで あ り， 人 間 の 思

惟 に よ っ て 拘束 され る こ とを 意 味す る 。

　普 遍 救 済説 お よ び 伝統 的 な 予 定 説 が 決定論 の 図 式 に よ っ て い る とい うこ と

は ，
こ の よ うに 神 が 被 造 物 に 与 え られ た 時 間 に 基づ い て 成 立 し て い る 因 果 関 係

の 図式の 中に 取 り込 まれ る こ とを 意味す る 。 そ して こ れ は ， 神学の 思惟 に お い

て 人 間 が 神 を 支配 し て い る こ とを 意 味 す る 。 こ の 意味 で 普遍 救済説 は （さ ら に

は ， 伝統的な予 定説 さえ も）人 間中心 主 義 で あ る 。 そ れ ゆ え に 拒 否 し な け れ ば

な らな い の で あ る 。

初 め に 普遍 救 済 説 と伝 統 的 な 予 定説 とが 持つ と指摘 し た 決定論 の 問題 は
，

こ
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の よ うなわけで 時間論 （よ り正確に は ， 永遠と時間との 関係 の 問題） と深 くか

か わ っ て お り ， さ ら に は ， 神学的 思 惟 の 本 性 の 問題 に ま で か か わ っ て い る の で

あ る 。
「派遣 を生 み 出 す福音 」 につ い て 語 る こ とは ， それ ゆえ に ，

こ れ らの 問題

に 答 え て い くこ とな しに は あ り得 な い 。 そ こ で ， まず時 間論の 問題 に つ い て 考

えて み よ う。

　こ の 問題 に つ い て 最 も重要 で 実 りあ る議論が 見 出され る の は ， カー ル ・ バ ル

トに お い て で あ る 。
バ ル トの 時間論 を 充分 に 論 じ る だ け の 余裕が な い た め ，

こ

こ で は そ の 中心 点 を 紹 介 す る に とど め な けれ ば な らな い が 21）
， まず第

一
に 言 わ

な けれ ば な らな い の は
，

バ ル トが 神 の 固 有 の 時間で あ る永 遠 を 同 時 性 と共 に 時

間 性 で あ る と規 定 し て い る と い う こ と で あ る 。 永 遠 は 過 去 ・現 在 ・ 将 来 を 同 時

に 持 ち な が ら ，
こ れ ら三 つ の 相 の 区別 を も維 持 し て い る 。 こ れ は 三 位 一 体 と類

比 の 関係 に ある と言 え る 。 永遠 こ そ が 実在 の
， 真 正 な 時間 で あ る 。

　第 二 に ， 神 に 造 られ た （被造物 の ）時 間 は 同 時性 を持 た な い 。 造 られ た 時間

に お い て は ， 時 間の 三 つ の 相 は 連続す る もの とな る 。 しか し
，

こ の 連続性 もま

た三 位
一 体 の 三 つ の 位 格 の 関 係 （父 は 子 を生 み ， 父 と子 か ら聖霊 が 発出す る と

い うと こ ろ に 順 序 が 存 在 す る か ら） に 由来 す る 。 こ の 意 味 で 時 間 は 永 遠 な る神

に 依 存 し て い る 。

　第 三 に ． 時 間 そ の も の は 非 実 体的 （anhypostatic ） で あ る 。 時 間 が 実体 的

（enhypostatic ） に な る の は ， 時間が 神 の 恵 み の 業 に よ っ て 満 た され る と き ，
つ

ま り， 神 と人 間 との 関係 お よび 人 間 同 士 の 関係 が 神 の 恵 み に よ っ て 引 き起 こ さ

れ る と きで あ る 。 こ れ も ま た ， 永遠 な る 三 位
一 体 の 神 の 存 在 との 類 比 の 関 係 に

ある と言 え る 。 とい うの も ， 永 遠 も また 三 つ の 位格 の 間 の 交 わ りに よ っ て 満 た

され て い る の だ か らで あ る 。 時 間 も ま た ， 神 と人 間お よび 人 間 同 士 の 交 わ りの

器 ・舞 台 と し て 把握 され る 。 こ うし て
， 時 間 は 形 式的に も実質的 に も神に依存

し て い る こ とが 明 らか で あ る 。

　こ こ か ら第 四 の こ と とし て ， 神 が 時間に 対 して 積極的な関係 を 持 ち得 る こ と

が 明 らか に な る 。 永 遠 は 「前時間的 ， 同時 間 的 ， 後 時 間 的」
22） で あ っ て

， そ の

よ うに し て 時間 を あ らゆ る方 向か ら包 み 込 ん で い る とバ ル トは 言 う。 永遠は 時
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問 に お け る神 の 現 臨 の 基 礎 で あ り （前 時 間性 ）， 被 造 物 と そ の 時 間 へ の 積 極 的な

関与を 伴 う同伴 で あ り （同時間性）， 時間の 終わ り ・目標 で あ る （後時間性）。

永遠 の 持 つ 時間 性 に は こ うし た 区 別 が 存 在 す る が ， それ に もか か わ らず ， ち ょ

うど ， ひ と りの 神 の 三 つ の 位 格 の よ うに 統
一

され て い る 。

　 さて ， 第 三 の 点 と し て 示 され た 事 柄 を さ ら に 詳 し く見 る と ， 時 間は 和解 の 出

来事 に よ っ て 真 に 満 た され る と い うこ と に な る 。 イ エ ス ・キ リス ト （マ コ ト ノ

神 ニ シ テ ，
マ コ トノ人 で あ る と い うこ とか ら ， 永遠 と時間 との 結合 ・ 統

一
で あ

る ） の 現 臨 （現 在） に よ っ て ， 罪 の 支 配 が 古 い 時 間 （過 去 ） と され ， 恩 寵 の 支

配が新 し い 時間 （将来） とな る 。
つ ま り ， イ エ ス ・キ リス トに よ っ て 時間は 古

い 時 か ら新 し い 時 ， 罪 か ら 恩 寵 へ の 転 換 と し て 規 定 され る こ とに な る の で あ る 。

こ の よ うに 客観的 に 規定 され た 時 間 は ， 主観的に は （言い 換 えれ ば ， われ わ れ

自身 に と っ て は ）和 解 の 恩 寵 に 応 答 す る た め の 時 間 （機 会） と し て 規 定 され る

こ とに な る 。 こ れ が ， イ エ ス ・キ リス トの 復活 と再 臨 との 間に 挟 まれ た ， 聖霊

の 注 ぎ の 時 間 ， 教 会 の 時 間 に 他 な ら な い 。

　 以 上 が 永 遠 と時 間に 関 す る バ ル トの 理 解 の 概 要 で あ る 。 さ らに 要約 し て 言 う

な らば ， 第
一 に 重 要 な の は ， 三 位

一
体 の 神 の 存在 が 時間の 究極 的 な基 礎 で あ っ

て
， ひ とりの 神 に 三 つ の 位格 が あ る とい うこ とが

， 時間 の 三 つ の 相 の 起源 で あ

り ， ま た時 間 を 交 わ りの 器 と し て 規 定 す る こ と に な っ て い る とい う点 で あ る。

第二 に ， イ エ ス
・キ リス トに お い て

， 時 間 が 具 体的 な規 定 を得 る と い う点 で あ

る 。
つ ま り ， 転 換 とし て の 客観的規定 と ， 応答 の 時 と し て の 主 観的 な規定 を時

間は 得 る の で あ る 。

　 こ の よ うな仕方で 永遠 と時間の 関係 を捉 え る と きに ， 因 果法 則 は ど の よ うに

理 解 され る こ とに な る で あ ろ うか 。 再 び バ ル トに よ りな が ら考 え て み よ う。
バ

ル トが 予 定 説 へ の 取 り組 み の 中 で 提 示 す る 因果 法 則 は 次の よ うな もの で あ る。

「こ こ で 原 因 と結果 に つ い て 語 ろ うとす る 時に は ， 次 の よ うに 言わ な けれ ば な ら

な い 。 神 は ， 結果 を意志 し 給 う間 に
，

ま た 原 因 を も意志す る こ と を や め 給 わ な

い
。 神 は 原因の 中で も生 け る神 で あ る こ とをや め 給わない 」

23）
。 原 因 と結果 と
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は ，
こ こ で は 同一 の 時間の 平面 に属 し て い ない

。 時間と歴史 に お い て 結果は生

み 出 され るが ， そ の 原 因 は 永 遠 に あ るの で あ っ て
， 結果 を超 越 し て い る 。 ま た ，

原因は 単に 過去 で あ る の で は な く， 現 在で もあ る 。 永遠 を結 局 は創 られ た時 間

の 延 長 と捉 え る 限 りは ， こ の よ うに 考 え る こ とは 出来 な い 。

　因果 法則 を こ の よ うに 理 解す る な らば ， 予定 とし て 考え られ る原因も ， 従来

の 同
一

の 時間の 平面 上 に あ る もの と理 解 し な くて 済む よ うに な る 。 つ ま り ， 予

定 を過 去 の こ と と考え る必 要 は な くな り， 現在 ， さ らに は 将来 に 積極的 ・能動

的 に か か わ るも の とし て ， 動 的に 理 解 され る よ うに なる 。
バ ル トの 以下の 言葉

に 耳 を傾 けて み よ う。

世界 の 中で の すべ て の 出来事 の 秘義は ， それ らの 出来事 に 永遠的に 先行す る

神 の 決 断 で あ る 。 〔また 〕こ の こ と一 す べ て の こ とに 先 行 す る神 の こ の 決 断

が
， したが っ て ， 神が人間を選び給 う神的な選 び と

， 神 に よ っ て 人 間が 選 ば

れ て い る こ とが
， 聞 こ え る よ うに な る ， また 聞か れ た神 の 言葉の 形 態 の 中 で ，

イ ス ラ エ ル の 民お よび 教会 の 形態 の 中で ， 人 間の 召 命 ， 義 認 ， 聖化 ， 栄光 を

帰せ られ る こ との 形 態 の 中で ， 人 間 の 信仰 ， 愛 ， 希望 の 形態の 中で ， 時 間 の

中で 可 見的 と な り， 力 を発揮す る よ うに な る こ と一 が ， 救済の 出来事 ， す

なわち， 世界の 中で の すべ て の その ほ か の 出来事が 目標 と し て い る救済 の 出

来 事 ， で あ る 24）
。

「永遠 的 に 先行 す る 神の 決 断 」で あ る 予 定は ， 前時間 的 な 永遠 の 中 で の 出来 事 で

あ っ て ， そ の 意 味 で 「秘 義」 で あ る 。 し か し そ れ は ， イ エ ス ・
キ リス トに お い

て
， そ して 二 義 的 に は 宣 教 とし て の 神 の 言葉 に お い て ， それ ゆ え に 時間の 中で

知 られ るよ うに な る 。 し か も ， こ こ で バ ル トが ， た だ 知 られ る よ うに なる と言

うだ け で は な くて ， そ こ に 人間の 応答 を も含め て 語 っ て い る 点 が 注 目 され る 。

因果法 則が 動的 に捉 え 直 され る と きに
， 神 の 恩 寵に 対す る 人 間の 応答が 場 所 を

持つ よ うに な る の で あ る 。 結論を 先取 りす る こ とに な る が ，
こ の よ うに 理 解 さ

れ る予 定あ るい は 選 び で あ るな らば
， 派遣をな い が し ろに する こ とは あ り得な
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い 。

　 こ こ で ， 先 に 触れ た 神学的思惟の 本性 の 問題 も取 り上 げ て お きた い 。 今 の 引

用 か ら も明 らか で あ る よ うに ， 予 定は イ エ ス ・キ リス トの 啓 示 に お い て 明 らか

とな る 。 とこ ろ で ，
バ ル トに と っ て 神学 （特 に 教義学） の 課題 は ， 教会の 宣教

が イ エ ス
・キ リス トに 即 し て い るか ど うか を批 判 的 に 吟 味 す る こ と に あ る 25）。

とい うこ とは ， そ の イ エ ス ・キ リス トに お い て 啓 示 され て い る の が 予 定 で あ る

以 上 は ， 予 定 が 教 会 の 宣 教 の ， そ れ ゆ え に ま た 神学の 規 準 で あ る の で な けれ ば

な らな い で あ ろ う。 神学 が 啓示 に よ っ て 支 配 され ， 規 定 され て い る とい うこ と

は ，
バ ル トに お い て は ， 神学が 神 の 予 定 に よ っ て 支 配 され ， 規定 され て い る と

い うの と同 じ な の で あ る 。 先程 ， 誤 っ た 時 間 論 に立 つ 因果 法則 の 図式 に よ る神

学 的 主 張 が ， 伝 統 的 な 予 定 説 で あ っ て も ， そ し て ま た 普 遍 救 済 説 で あ っ て も ，

つ ま る と こ ろ は 人 間中心 主義 に 過 ぎな い こ とを 見た 。 人間 の 思惟 の 枠組 み の 中

に 捉 え られ た ， 神 な らぬ 神 を論 じ る もの で あ る こ とを見 た 。 そ の よ うな 人 間 中

心 主 義の 思 惟か ら神 学 が 解 放 され る の は ， 神 学 が 予 定 を ， 神 の 恵み の 選 び を 真

剣 に 受け止 め る ときな の で あ る 26）
。

　 こ の よ うな わ け で ，
「派 遣 を生 み 出す 福音」 は 恩寵を恩 寵 とし て 受 け止 め ， 堅

く離 さな い と こ ろ に の み 存 在 す る 。 人 間 中心 主 義 に 陥 っ た 神学の 論理 で は ， 神

よ りも人 間 が 上 位 に 来 る た め に ， もは や 本 当 の 意 味 で の 恩寵 を 見 出す こ とは 出

来ない の で あ る 。 そ し て ， 神学が そ の よ うな過 ち を 回避 し得 る とすれ ば ， それ

は 予 定 を 重 ん じ る場 合 で あ る 。 も ち ろ ん
，

こ こ で 予 定 ， さ らに は 選 び に つ い て

語 る と き ， そ れ ら は も は や 伝 統 的 な ， あ の 決 定 論 に よ っ て 規 定 され た 思 弁 と し

て の 予 定や 選 び の こ とで は な い 。 時 間 と は 区別 され な が ら も ， なお 時間 と積極

的 な 関係 を持 ち得 る永遠 の 理 解 に 基 づ い て 語 られ る予 定 と選 び で あ る 。
バ ル ト

が 「選 び の 教説 は 福音の 総計 〔総 内 容〕 （Summe ） で あ る 」
27） と語 っ た こ とは ，

よ く知 られ て い る が ， こ の 意 味 で の 選 び で あ り， 予 定 の こ とで あ る 。

　 こ の 線 上 に お い て ，
「日本 基 督教 団 信 仰 告 白」 中の 「神 は 恵 み を もて 我 ら を選

び 」 とい う項 を理 解 出 来 るの で は な か ろ うか 。 日本基督教団 に 属 す る教会 の 中
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に は ， 元 来 ， 予 定 や 選 び の 信 仰 を 重 視 し て い な い と考 え られ る伝 統 ・背 景 を 持

つ 教 会 が存在す る とい うこ とは ， 紛れ もな い 事実 で あ る 。 そ の た め に
，

こ こ で

選 び の 信 仰や 予 定 説 の 意 義 を強 調 す る こ とに 抵 抗 を 覚 え られ る か も知 れ な い 。

しか し ， 従来 ， 拒否 ， あ るい は 敬 遠 され て き たの は ， 先 に 見た よ うな欠 陥を持

つ 伝統的 な予 定説 なの で あ り， 繰 り返 し て 言 うが ， こ こ で 勧 め て い る 予 定 や 選

び は ， それ とは 大 き く異な っ た もの で あ る 。

　それ で は
，

こ こ で 普遍救済説 とも ， 伝 統 的 な予 定説 とも異 な る 新た な選 択肢

として 挙げ られ て い る バ ル ト的 な予 定説 とは ，
一 体 ， どの よ うな もの で あ ろ う

か 。 これ もま た ， 充分 に 論 じ る 余裕が な い の で ， 要点 だ け を述 べ る形 で 我 慢 し

なければな らな い が ， 特に 重要 なの は 以 下 の 点で ある 。

　第
一

に ， 先に 見 た よ うな 時 間の 客観的規定は ， ち ょ うどバ ル トの 言 う 「二 重

予 定」 に 対応す る 。
バ ル トは 言 う。

「イ エ ス ・キ リス トの 選 び 一 神 の 永遠的 な

意志で あ る イ エ ス ・キ リス トの 選び 一 の 中で
， 神 は 人間 に 〔対 し て 〕第

一
の

こ と ， 選 び ， 至 福 〔救 い 〕 と生 命 ，
を 与 え よ うと され … …

しか し ご 自身に 〔対

し て 〕 は ， 第二 の こ と ， 棄却 ， 断罪 と死 ， を 与え よ うとされ た」
28）

。 こ こ で バ

ル トの 言 う 「第
一 の こ と」 が

， 時間論 にお け る新 し い 時 （将 来） に対 応 し ，
「第

二 の こ と」 が 古い 時 （過 去 ） に対 応 す る
29）

。 イ エ ス ・キ リス トに お け る 二 重 予

定，
こ れ は つ ま る とこ ろ

， イ エ ス ・キ リス トが 罪人 の た め に ， 代理 の 死 を遂 げ

る とい う定め 以外 の 何物 で もな い
。 これ が 福音 の 中心 で あ る こ とは 言 うま で も

ない で あ ろ う。 こ の よ うに し て ， 人 間は 選 び へ と ， 救 い へ と客観 的 に 規定 され

て い る の で あ る 。

　第 二 に ， 同様 に 時間 の 主観 的規定 に 対応す る 事柄 を予 定説 も語 っ て い る の で

あ る 。 ち ょ うど ， 転換 とし て の 時間の 客観的規定に 対 し て ， 人 間 に 与 え られ た

時 間が 恩寵 へ の 応答の 時間 と い う主 観的 規定 を与 え られ る よ うに
， 予 定説 に お

い て は
， 上 述 の 客観的 規定 に 応 答す る 信 仰 の 意 義 が 語 られ て い る の で あ る 。 次

の 箇 所 は ， そ の 代表的 な も の で あ る 。

と こ ろ で ， こ の 人 間 が 神 の 〔本 来 的な〕 選 ば れ た 者 で あ る な らば ， し た が っ
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て 自由な 恵み一 すべ て の 選 ば れ て あ る こ と 〔選 ば れ た 存在 〕 の 根 拠 で あ る

とこ ろ の 自由な 恵 み 　　が ， こ の 人 間 〔イ エ ス 〕 の 中で 決 定 され ， 起 こ っ た

神的お よ び 人 間的な堅忍不 抜 の 実在 ， す な わ ち ， イ エ ス の 甦 り と祈 りの 実在 ，

で あ る と し た ら ， そ の 時 に は 「彼 〔イ エ ス 〕 に あ っ て 」 選 ば れ た もの た ち に

関 し て こ の こ と
， 彼 らが 選 ばれ て あ る こ と 〔選 ば れ た存 在 〕 は ， 具 体 的 に は

彼 〔イ エ ス 〕 を 信 じ る 彼 ら の 信 仰 か ら成 り立 っ て い る とい うこ と ， が 従 っ て

くる 30）
。

選 び に 与 っ て い る者 は ， 信仰 を も っ て 客観的 な イエ ス ・キ リス トに お け る選 び

に 応 え る者 な の で あ る
31）

。 予 定説 と言 うと ， 信仰 の 有無 に 関係 な く救 い か 滅 び

か に 定 め られ て い る こ と と受け止 め られ が ち で あ る が
，

バ ル トの 論 じ て い る 予

定 に お い て は ， そ の よ うな 問題 は な い 。

　 し か し ま た ， 信 仰 は 単 な る人 間 の 業 な の で は な い 。 信 仰 の 起源 は 三 位
一

体 の

神 の 選 び の 決断の 中に あ る ． 父 な る神 が 上 に 記 し た 仕方で 子 な る神 を選 ぶ とき，

つ ま り， 子 が 人 と な り， 全 人 類 に 代 わ っ て 滅 び を 引 き受 け る こ と を定 め た と き ，

子 は こ の 定 め を受 け 入 れ る 。 そ し て 聖 霊 は 父 と子 の 決断 の
一

致 に お い て 神 の 栄

光 を 現 す 32）
。 こ の と き ， 子 が なす 決 断 ， 父 へ の 従 順 を 選 ぶ 決 断 が 信仰 の 起 源 で

あ る 。 なぜ な ら ， 人 間 が 信 じ ， 神 に 服 従 す る の は ， 父 に 従 う決 断 を し た イ エ ス

・ キ リス トの 霊 で あ る聖 霊 の 働 き に よ る の だ か ら で あ る 33）。 こ の よ うに し て ，

信仰 は 人 間の 側 の 単 独 の 業 と し て で は な く ， 神 に 起源 を持 つ もの と し て ， さら

に 言 えば ， 恩 寵 とし て理 解 され る よ うに な る 。 言 わ ば ，
「恩 寵 の み 」 の 中に 「信

仰 の み 」 を 位 置づ け る 試み が な され て い るわ けで あ る 。

　以上 が
，

バ ル トの 予 定説 の 要点 で あ るが ， こ の 関 連で ， な お 二 ・三 の こ とを

付 け 加 え て お きた い 。 第
一

に ， 人 閘 が 選 び に 与 る とい うの は ， ど うい うこ とな

の か と い う問題 が あ る 。 伝 統 的 に は ， 選 ばれ る こ と は 救 い に 定 め られ る こ と と

受 け止 め られ て きた 。 し か し ， 選 び は 自己 目的 に 過 ぎな い の で は な い 。 もし も ，

そ の よ うに 考 え られ て い る とす る な らば ， それ は 誤 っ た選 民 思 想 で あ る 。 結局

は 自己 の 救 い で 満 足 し て い る の で あ っ て ， こ れ も ま た 人 間 中 心 主 義 と言 わ な け
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れ ば な らない で あろ う。
バ ル トが 言 うよ うに

，
「神 の 民 … … は

， それ が 世 に 対 し

て ， 世 が最 も必 要 と し て い る 奉仕 ， ま さ に 世 に 向か っ て イ エ ス ・キ リス トに つ

い て の 証 し をし ， イ エ ス ・ キ リス トを信じ る よ うに と世を呼び出す こ とか ら成

り立 っ て い る奉仕 ，
を し て い くた め に ， 世 か ら選 ばれ た の で あ る 」

3 ‘L）
。 選 ば れ

る こ とは ， 確 か に救 い に 与 る こ とで あ るが ， そ れ だ けで は な くて ， 証 し に 召 さ

れ る こ とで もあ るの で あ る 。 こ の 点 を忘 れ て は な らな い で あ ろ う 。

　 も う
一

つ は ， 誤解 を招 か な い た め に 記 し て お か な けれ ば な ら な い 事柄 で あ る 。

つ ま り， 以 上 の よ うに
， 普遍 救 済 説 を退 け ， 予 定 や 選 び ， また信 仰 の 意 義 を 強

調 し た か ら とい っ て
， 普遍救済 が あ り得 な い と言 っ て い る の で は な い とい うこ

とで あ る 。 神 学 的思 惟 が
， 先 に 述 べ た よ うな秩 序 の 中で 営 まれ る の で あ れ ば ，

普遍 救済説を 唱 え る こ とは 不 可 能 で あ る 。 それ が
， 人間 を神 よ りも上 位 に 置 き ，

神 に 先立 っ て 事柄 を 決 定 し よ う とす る こ とで あ る か ら で あ る 。 人 間 の 究 極 的 な

運 命は ， 神 の 決 定 す る こ と で あ っ て ， 人 の す る こ とで は な い 。 こ の 意 味 で ， 普

遍 救済説 か らは 身を 引か な けれ ば な らな い の で あ る 。 し か し ま た 同時 に ，
こ れ

を希 望 す る こ とは 許 され て い る 。 そ し て
， そ の 希 望 の 通 りに な らな い と 断 定す

る こ とも， 神学に は禁じ られ て い るの で あ る 。 こ の 意味で ， 普遍救済 の 可能性

を こ こ で 否 定 し て い ない こ と を は っ き りと させ て お きた い 。

　 以 上 ，
「派 遣 を 生 み 出 す 福音」 に つ い て 考 え ， 健 全 な 予 定 の 信仰 ， 選 び の 信仰

が そ こ に は欠か せ ない こ とを見 た 。 これ まで 見て きた こ とか らも明 らか で あろ

うが ， 派 遣 を 生 み 出 せ な い 福音 と し て の 「福音 な ら ざ る福音」 が あ る と す れ ば ，

それ は 人間中心主義 に よ っ て 規定 され て い る と言 え るで あ ろ う。 伝統的な予 定

説 が そ うで あ り （そ こ に は ， 選 び を 自 らの 救 い で も っ て 完結 し て い る とす る 考

え方 も含 まれ るで あ ろ う）， 流行 の 普遍 救 済 説 も そ うで あ る 。 こ れ に 対 し て ， 動

的 に 理 解 され た 予 定 説 こ そ は ， 恩 寵の み を訴 え ， 維 持 す る 機能を持つ の で あ る 。

福音 的 な選 び の 信仰 こ そ が
， 福 音 を 福 音 た らし め る とで も言 っ た ら よ い で あ ろ

うか 。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （こ うじ ろ ・ま さみ ）
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