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1 ． 序 章 一 「信 教 の 自由」 と 「宗教 寛容」 と 「教 会 と国 家 の 分離」

　 わ れ わ れ は ， 日本 国憲 法 に 流 入 し て い る 特 定 の 理 念 動 向 を「自由の 伝統 」
1）

と

呼 ぶ こ とに す る 。 自由の 伝統 とい う場 合 ，

「伝統」 とは 単な る歴 史の 中の 流 れ で

は な く ， そ の 中 に 或 る ゲ シ ュ タ ル トを も つ 歴 史 的 流 れ で あ る 。 ゲシ ュ タ ル ト と

は 生命力 と形 の 統合 で あ る 。 自由の 伝 統 の ゲ シ ュ タ ル トを構 成 す る い わ ば 「縦

糸」 （歴 史 の 中の 動力） は 信教 の 自由 で あ り ， そ の 「横 糸」 （そ の 社 会構 造 ） は

宗教 寛容そ し て 「教 会 と国家 の 分離」 で あ る
。

「信教 の 自由」 か ら 「宗教 寛容」

（ト レ レ
ー

シ ョ ン） が 要 求 され ， そ し て そ れ が 「教会 と国家 の 分離 」
へ と構 造

化 され る 過 程 は ，

一
個の 歴 史的過程 で あ る 。 そ の 歴 史的過程 とは

，
ピ ＝

一
リタ

ニ ズ ム の 歴史 に お け る 内的変容の 経過で も あ る 。 こ の 歴 史 的過 程 に お い て 特 に

重 要 な の は ， ジ ョ ン ・ ミ ル ト ン と ロ
ー

ジ ャ
ー

・ ウ ィ リァ ム ズ で あ る
。

こ れ ら両

者 は ， そ の 変容 に 正 確な 認 識 を もち ， 明 白 な 表現 を与 え た 人 で あ っ た 。
ル タ

ー

か ら宗教寛容 や 「教会 と国 家 の 分 離 」 へ の 直 結 が な い こ と は 言 うま で も な い

が ，
カ ル ヴ ァ ン か ら

一
セ ル ヴ ェ ト ス 裁 判 を も っ て し て 一

そ こ へ の 直結 もな

い こ とは 明 らか で あ る
。

カ ル ヴ ィ ニ ズ ム の 中 に ピ ュ
ー

リタ ニ ズ ム も 加 え られ る

限 り， ま た そ の ピ ュ
ー

リタ ニ ズ ム の 内的変容過程 が認識 され る 限 り， 端的 に 言

え ば ， ウ ィ リ ァ ム ズ が カ ル ヴ ィ ニ ズ ム の 中に 加 え られ る 限 り ， カ ル ヴ ィ ニ ズ ム

の 中か ら こ の 近 代 憲 法 の 原 理 は 発 生 した と言 うこ と は 可 能 で あ ろ う 。 問題 は ，

そ の 内的 変容過程 の 正 確 な認 識 で あ る 。

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

一
　2　一

　 トレ レ
ー

シ ョ ン をわ れ われ は ， 単 に 「寛容 」 で は な く， あ えて 「宗教寛容」

と呼ぶ
。 そ れ は い わ ゆ る 「寛容 な心 」 とは 区別 され ね ば な らな い か ら で あ る 。

ト レ レ ー シ ョ ン とは
，

「清濁併 せ呑 む 」 とい う諺 が 示 す ．
日本 的 な 肚 の 太 さ とは

異 な る 。 或 い は
， 日本 人 は 宗教 的 に 寛容 で あ る と言 うそ の

「寛 容 」 と は 異 な る

も の で あ る
。 そ れ は ， 神道 と仏 教 を合 わ せ 信 じ る とい うよ うな宗教混合の 肯定

を意味す る もの で も ない
。 恐 ら くそ の よ うな宗教混合 は， 旧約的倫理 意識 か ら

見 れ ば ， 娼婦 的 無節操 と映 じ る こ とで あ ろ う。 そ の よ うな 「寛容」 は ，
い わ ば

心 理 学的概念 で あ っ て
， 歴 史学的概念 で は な い

。 そ れ 故こ の 日本的 「寛容」 と

区 別 す る た め に ， ト レ レ ー シ ョ ン 或い は トレ ラ ン ス とい うこ と を 「宗教寛容 」

と訳す こ と とす る
。 そ れ は歴 史的形成物 で あ っ て ， 民族 心 理 的 な 性 格 で は な

い
。 そ もそ も

‘tolerance
’
とは ， 異質 の もの に 耐 え る と い う含蓄 を も っ て お り，

そ の よ うな仕方 で 「他 者」 を容認す る こ とで あ る 。
こ うい う意味で は ， 目本人

は ， む しろ 極 め て 非寛容 で は な い か 。 日本人 は ， 他者 を容認 す る程 に は決 し て

「寛容 」 で は な い
。

キ リシ タ ン に 対 す る 大迫 害 ， 或 い は 戦 争 中 の 外 地 に お け る

神社建設 と参拝強要 は ， 目本人 の 不 寛容 を， 弁解の 余地 な く， 世界 に 暴露 した

も の で あ る
。 目本 に は 「宗 教 寛 容」 が な か っ た 。 そ の 背後 に は 宗教 と政 治 の 結

び っ き が あ る か らで あ る
。 宗教寛容 と は ， ま さに

， 敗戦 と と も に H本 に 入 っ て

き た外 来思 想 で あ る 。 そ の 基本 は 「教会 と国家の 分離」 で あ る 。 そ して ， そ れ

が 日本 的 な 宗教的 無節 操 とは 全 く異 な る 精神 ，
つ ま り ピ ュ

ー リ タ ン 的信仰 の 自

由 の 要 求 の 中か ら生 み 出 され た
。 そ の 中か ら近代的 な 「宗教寛容」 が 出 て き た

と い うこ と は ，

一
見 パ ラ ドク シ カ ル な こ と で あ る が ， し か も事実で あ る 。 こ の

事実 を ま ず歴 史的 に 認 識 し て お くこ とが
，

こ の 「宗 教寛容 」 の 問題 の 取 り扱い

に は必 要 な 前提 な の で あ る 。

　 「宗 教 寛 容」 へ 至 る 過程 は ， 他方，
バ ネ ン ベ ル ク が 考 え る よ うな

2）
大陸 の 三

十 年戦争 とい う宗教戦 争の 疲 労の 結果 の よ うに 見 られ て は な らな い
。 疲労 の 結

果 と し て で は な く， 熱心 の 結果 と し て 発生 し た 。 英国 や ニ ュ
ー イ ン グラ ン ドの

ピ ュ
ー リ タ ン の 宗教 的 確信

一 ウ ィ リァ ム ズ は 基 本 的 に は 確 固 た る カ ル ヴ ィ ニ

ス トで あ っ た
一

の 論理 の 徹底 と し て 発生 した の で あ る 。
ペ リ

ー ・ ミ ラ
ー は こ
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う言 う。 ウィ リ ア ム ズ に お け る 宗教 寛容 と教会 と 国家 の 分離 の 主張 は ，

「敬虔

の 欠 如 か ら で は な く ， そ の あ り あ ま る 豊 か さ か ら ， 熱心 の 横 浴 か ら 」
3）

出た も

の で あ る ， と 。 こ こ に は ，
バ ネ ン ベ ル ク が考 え る 「16 ・17世紀 の 教派分 裂 と宗

教 戦争 の 後 遺症 14
）

な る も の を 「教派 を超 え た
， そ し て もは や 権威 主義的 で は

な い キ リ ス ト教 」
5）

の 構 想 に よ っ て 治 癒 し な け れ ば な ら な い とす る よ うな 見方

の 妥当性 は な い
。

した が っ て
， われ わ れ は ， 英国や ニ ュ

ー
イ ン グ ラ ン ドに お け

る 宗教 寛 容の 発生 の 歴 史的 プ ロ セ ス を あ と づ け な が ら ， こ の 自由 の 伝統 を ， 今

日い か に 担 い
， そ れ を生 か し て 行 くか とい う責任 を 自覚す る こ と が 大切 な の で

あ る 。

H ． 信 教 の 自由の 歴 史 的経 過

　（1）　 「信教 の 自由」 の 歴 史学

　17世紀 に 発生 し た信教 の 自由 の 要 求 とは ， 宗教 が 強 制 され 良心 が圧 迫 され て

い た こ とに 対 す る 「自由」 の 要 求 で あ っ た 。 中世 の カ ト リ ッ ク に お い て は 信教

の 自由は な い
。

「信教 の 自由」は
，

16， 7 世紀 ヨ
ー

ロ ッ パ に お い て は ， 勝れ て セ

ク ト的 プ ロ テ ス タ ン トの 要 求で あ っ た 。 信教 の 自由 の 要 求 とは ， 中世 に お け る

信教 の 自由の 不 在 に対 す る 反抗 と い う性格 を もつ
。 も し信教 の 自由 を許 す な ら

ば ， 中世 の 体制 は 根本 か ら破壊 され る で あ ろ う。 あ た か も 自動車 の フ ロ ン ト ・

ガ ラ ス に 打 ち込 ま れ た 小 石 の 穴 か ら ひ び 割れ が そ の 全 体 に 及 ぶ よ うに ， そ れ は

中世 カ ト リ ッ ク体制 を崩壊 させ る で あ ろ う。
こ う し て

， 信教 の 自由 の 要 求 は ，

世 紀 の 転 換 を 惹 き起 こ す こ と に な る の で あ る 。 中世 か ら近 代 へ の 転 回 を も た ら

す の で あ る
。

こ の こ と を，
まず は っ き り と心 に 刻み っ け て 置 か ね ば な らな い 。

　 「信教 の 自由 」 が 近 代 的 人権 概 念 の 基 本 で あ る こ と は ， イ ェ リ ネ ッ ク の 発 見

で あ る
。

こ の 発見 は 決定的 な もの で ， そ れ は 論駁 され る こ とは で きな い
。 イ ェ

リ ネ ッ ク は
， 次の よ う に 言 う。

　 「わ れ わ れ は ， す べ て 自由 と い うも の は 人 間 の 活動 に加 え られ て い た そ れ 以

　前 の もろ も ろ の 制限 の 否 定 に ほ か な ら な い と解す る 。 〔か つ て は 〕 宗 教 が 強

　制 され ， 圧 迫が 加 え られ た 。 だ か ら こ そ 人 々 は 今 日， 信 教 の 自由 を宣言 す る
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　 の で あ る 。 出版 に 圧 迫 を加 え る 検 閲 の 重圧 が あ っ た か ら こ そ 出版 の 自由 の 思

　想 が 生 ま れ た の で あ る し
， 集団 を形成す る こ と が禁止 され た か ら こ そ集会 の

　自由が 喚起 され た の で あ る 。 政府 の 恣 意 を廃 し ， 警察 の 命 令 の 代 わ りに 法律

　を制定す る こ とに よ っ て
， 言 い 換 え れ ば， 上 か らの 専制 の 代 わ り に 合 法 性

　 〔レ ガ リ テ 〕 を置 くこ とに よ っ て
， 個人 に対 す る 国家 の 抑圧 的 な力 に 制限 が

　加 え られ る こ とに な っ た の で あ る」
6）

。

　信 教 の 自由 の 「歴 史学 」 が 何故 必 要 で あ る か
。 そ れ は ， 信教 の 自由の 要 求 が

観念的議 論 で な く，

一
つ の 歴 史 的動 向 を つ く り出 し た か らで あ る

。
こ の こ と

は ，

一 般 に は 残 念 な が ら十 分 に 理 解 され て い な い 。 そ の 「歴史 的動向」 は 何 よ

りも 「歴 史的」 に 認識せ ね ば な ら ない
。 そ の 上 で そ こ に 含蓄 され て い る 「論理 」

を究 明 せ ね ば な らな い 。 信 教 の 自由が 法 制史的 な規 定 に ま で な っ た の は ， 英国

に お い て で あ っ た 。
1689年12，月16 目に名誉革命 の 善後措置 に 法 的効力 を与 え る

た め に ，

『権利 章典 』 な る も の が 制定 され た が ， そ の 目的 は
，

「か れ ら の 宗

教 ， 法律 ， 及 び 自由が
， 破壊 され る 危険 に 曝 され る こ とが 二 度 と な い よ う」 と

い うこ とで あ り ，

「か れ ら の 古来 の 自由 と権利 を擁護 し ， 主 張す る た め」 ，

「オ

レ ン ジ公 殿 下 が ， こ れ ま で 進 め られ た解放 〔の 業〕 を完成 し ， 前記 の 聖 俗 の 貴

族 お よ び 庶 民 が こ こ に 主 張 し た そ の 諸権 利 に 侵 害 ， お よ び そ の 宗教 ， 権 利 ， 自

由 を 〔侵 そ う と す る〕 他 の す べ て の 企 図か ら か れ らを護 る で あ ろ うこ と に全 幅

の 信頼 に お い て 」 決 議 し ， 公 布 さ れ た もの で あ る 。 こ こ に 「宗教 」 問題 が如 何

に重 要 な意 味 を も っ て い る か が 出 て い る 。 こ の こ とに ， 逆 方向 か ら光 を投射す

る の は ， こ の 権利章典 が 「カ ト リ ッ ク の 君 主 ま た カ トリ ッ ク 教徒 を配 偶者 とす

る 国王 も し くは 女王 に よ っ て 統治 され る こ とは ，
こ の 新教国 の 安全 と福祉 に 反

す る と い うこ と が ， 経験 に よ っ て 明 らか に され た 」
7）

と い う見 解 で あ る 。
つ ま

り ， 信 教 の 自由 の 要 求 は ， 勝 れ て プ ロ テ ス タ ン ト的要 求 だ とい うこ とが ， こ こ

で も明示 され て い る 。
こ れ が 名誉革命 の 大 枠 で あ る が

， 留意され ね ば な らな い

こ とは ，
こ の 規定 に 到達 す る の は

一
個 の 歴 史的過程 だ とい うこ とで あ る

。 そ れ

故 そ の 理 解 は ， 哲学 で は な く ， 歴 史 学 を必 要 とす る の で あ る
。

　 信教 の 自由 の 歴 史 学は
， そ の 外 面 的諸事 実 の 歴 史研 究 に と ど ま らず ， 信教 の
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自由 の 要求 そ れ 自体 が 中世 か ら近 代 へ 厂宗教 」 概 念 の 変 質 を惹 き 起 こ し て い く

そ の 内 的過 程 を歴 史 的 に 明 ら か に せ ね ば な ら な い
。

っ ま り ，

「宗 教 」 と は 客 観

的 な 習俗や制度 で は な く， 主観的 な 確信 へ と変質す る そ の プ ロ セ ス で あ る 。 宗

教 と は ピ ュ
ー リ タ ン に お い て は 「良心 」 の 事 柄 ， 主観的内面的 な 確信 の 事柄 と

な る 。 土地 は 移 動 で き な い が
， 土地 と結 び つ い た 宗教 も移 動 で き な い

。 し か

し ， 宗 教 が 人 間 の 内 面 の 事 柄 と な る な らば ， 人 間 と共 に 移 動 可能 と な る 。 信 仰

の 自由 を求 め て
，

メ イ フ ラ ワ
ー の 聖 徒 た ち は 太平洋 を越 え て ア メ リ カ へ と渡 っ

た 。 宗教 は こ う し て 「ポ ー タ ブ ル 」 と な る 。 こ う して ， 宗教 に お け る 主観性 の

原 理 の 登場 が あ る 。 こ の 主観 性 の 登 場 の た め に ， た し か に ル タ ー の 「信仰 の 自

由」 は 出 発 を 与 え た 。
ホ ル は ，

ル タ ー 宗教 を 「良心 宗教 」
8）

と名付 け た
。 大陸

の ル タ
ー

派で は ， 今 目 の ブル トマ ン 的 用 語 を用 い る な ら ば 「プ ロ ・ メ」 （自分

に と っ て ） の 強 調 と な っ て 継 承 さ れ て い る
。 そ れ を ピ ュ

ー リ タ ン 的 に 言 え ば ，

良心 の 問 題 とい うこ とに な る
。

ロ
ー ジ ャ

ー ・ウ ィ リ ァ ム ズ に お い て ， そ れ は 特

に 強 調 され た 。 そ し て さ らに そ れ は 良心 の 自由 の 主 張 と な っ た
。 そ の 内面 性 は

外化 され れ ば権利要求 と して
， 中世 か ら近 代 へ の 変動 を深 く内側か ら惹 き 起 こ

す 震源 と な っ た の で あ る 。 そ れ が 先 の 譬 え で 言 え ば ，
フ ロ ン ト ・ ガ ラ ス に 打 ち

込 まれ た 弾 丸 の よ うな も の な の で あ る
。 ま た

， 信 仰 の 真理 は ， そ の 人 の 良心 の

事柄 と し て
，

つ ま り主観 的 に 把握 され た 真理 と し て
，

「私 の 真理 」 とす る こ と

に よ っ て ， 真理 の 相 対 的状 況 を 産 み 出す こ と に も な る 。 そ れ が 「宗教 寛 容 」

（ト レ ラ ン ス
， ト レ レ

ー
シ ョ ン ） の 発生 の 背景 と な る の で あ る

。

  　宗 教改革か ら宗 教寛容 へ

　 自由 の 伝 統 の 形成 は ， 宗 教 改 革 か ら宗 教 寛 容 へ と い う過 程 の 中で 生起 す る 。

歴 史的 な過 程 と して は ， 宗 教寛 容 とは ， 宗 教改革 の あ る 意味 で の 挫 折 と， そ の

意図 せ ざ る 結果 と し て 発生 し た と言 っ て よ い
。

ピ ュ
ー リ タ ニ ズ ム の 研 究家 ウ ィ

リア ム ・
ノ ・ 一 ラ ー は ， こ の 過程 を ，

「宗教改革 （Reformation ） か ら宗教 寛容

（Toleration） へ 」
9）

と捉 え た 。
ピ ュ

ー リ タ ン 運 動 は 宗教改革 運 動
9）

の
一

環 で あ

っ た が
， そ こ か らは ， 改革 され た 「国教会」　　 あ の ウ ェ ス トミ ン ス タ

ー
会議
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が 求 め た よ う な 「改革 され た 英 国教 会 」
一

で は な く，
の ち に 近 代憲 法 の 原理

と な る 「教会 と国 家 の 分離」 が 生 じ た。

　 自由の 伝統 の 縦 糸 は 「信 教 の 自由」 で あ りそ の 横 糸 は 「宗 教寛容」 と 「教会

と国家 の 分離 」 で あ る こ と を上 に述 べ た が
， 宗教寛容 は憲 法 的制 度 と し て は

「教会 と国家 の 分 離」 と い うこ と で あ る 。 こ の 近 代 憲 法 の 原 理 は
， ア メ リ カ 憲

法 の 修 正 第
一

条 「連邦議会 は ， 国教 の 樹 立 を規定 し
， も し くは宗教 の 自由 な礼

拝 を禁止 す る法律を制定 して は な らない
。 ま た ， 言論お よ び 出版の 自由を制 限

し ， あ る い は 人 民 の 平 穏 に 集 会 す る 権 利 ， な い し苦痛事 の 匡救 に 関 し政 府 に 請

願 す る 権利 を侵 す法律 を制定 し て は な ら な い 」
1°）

に 明確 に 制定 され た が ， そ の

源 流 つ ま りそ の 縦 糸 で あ る 信教 の 自由の 線 を辿 る な らば ， ウ ィ リァ ム ズ に 至 る

の で あ る 。 信 教 の 自由 は
，

「教会 と国 家 の 分離 」 とい う制定 に 至 る ま で は ， 確

保 で きな い 。 信 教 の 自由 は ， 国教会 制 度 と な じ ま な い の で あ る
。 そ の 意 味 で 自

由の 伝統 は ， 明確 な 国家 に つ い て の 見解 を も っ て い る 。

　宗教改革か ら宗教寛容 へ の 歴史的過程 は
， そ の 中で 宗教概 念 の 変化 を惹 き起

こ し っ っ ， っ い に は 「教 会 と国 家 の 分離 」 へ と到 達 す る 道 で あ る
。 ウ ィ リ ア ム

ズ の 信教 の 自由の 要求 か ら ア メ リ カ合衆 国憲法 修正 第
一

条 の 規定 へ と至 る道 で

あ る 。 そ の 過 程 は ，   プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム 対 カ ト リシ ズ ム と し て
，   ピ ュ

ー

リタ ニ ズ ム 対 ア ン グ リ カ ニ ズ ム と し て ， 更 に は ，   ピ ュ
ー

リ タ ニ ズ ム 内部 の 対

立 を通 し て ，

「教会 と 国家 の 分 離」 へ と定着 し て 行 く。

　　  カ ト リ シ ズ ム 対 プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム ： ト レ ル チ は ， 宗教改革 が 決 し て

コ ル プ ス ・ク リス チ ァ ヌ ム の 社会構造 の 破壊 を意味 し な い も の と し て
， 宗教改

革 を 「中世」 に 属 す る もの と見 て い る
。 も し近 代 が コ ル プ ス ・ ク リ ス チ ア ヌ ム

の 決定的 な 崩壊 に よ る成 立 とす る な らば ， そ の 解釈 は 当 た っ て い る
。 し か し ，

ホ ル が ル タ ー の 宗教 を 「人 格性」 に お い て み る よ うに
， 宗教改革者に お い て 宗

教 が 祭 儀 的 な もの で は な く， 倫 理 的 主体的 な も の と し て ，

「義認信 仰 」 の 主 体

性 に お い て 捉 え られ て い る 限 り ， そ こ で ， 中世 か らの 決 定的 な分離が起 こ る と

言 わ ね ば な らな い
。 し か し ，

カ ト リ シ ズ ム か ら の 分離 に お い て
， 教会 が い か な

る 「 フ ォ
ー ム 」 を と る べ きか に つ い て

，
ル タ ー 派 よ り も改革派 は

， 聖書 に そ れ
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を求 め る こ と に な っ た 。 そ れ は 「 リ フ ォ
ー ム ド」 教 会 で あ る 。

　　  ア ン グ リ カ ニ ズ ム 対 ピ ュ
ー リ タ ニ ズ ム ： ピ ュ

ー
リ タ ン 運動 は ， 最 初 「祭

服論 争」 とい う形 態 を と っ て イ ギ リ ス に 出現 し た 。 そ れ は教 会 の 「フ ォ
ー ム 」

（礼 拝の 様式 を も含 め て ） に 関す る 論争で あ っ た 。 最初聖書 は 明確 な 「 フ ォ
ー

ム 」 の 規定 を有 す る も の と理 解 され て い た 。 ピ ュ
ー

リ タ ン の 牧師 ジ ョ ン ・コ ッ

トン の 言 葉 に よれ ば ，

「教 理 と礼拝 の 根本 的 で 重要 な 点 に お い て は ， 神 の 言葉

は ひ じ ょ うに 明快 で あ る」
11）

とい う前提 を も っ て い た 。 し か し
， 事実 ， 聖書 は

礼拝様式 の 細 部 に わ た っ て 規定 し て お らず ， そ こ で ア ン グ リ カ ニ ズ ム は ， そ れ

を国家 の 為政 者 の 決定 に 委 ね る こ と を主張 し た 。 こ の こ とが ， 国家権力 に 対 し

て
，

ピ ュ
ー リ タ ニ ズ ム を革命運 動 に ま で 駆 り立 て る

。 聖 書 に 明確 に は 規定 され

て い な い 問題 ， そ れ は 「
ア デ ィ ァ フ ォ ラ 」 （無規 定 の 事柄 ） の 問題 で あ っ た 。

こ れ は イ ギ リス に 一
世紀 に わ た っ て

「
ア デ ィ ァ フ ォ ラ 」 の 問題 に つ い て の 政 治

的道徳 的判断 の 議 論 を継続 深 化せ し め た 。 初 期 の ロ ッ ク もそ れ に 参与 し ， そ し

て そ れ を経 て
， 後 に 宗教寛容論 に 至 る こ とに な る の で あ る

12）

。

　　  ピ ュ
ー

リタ ニ ズ ム 内部 の 分 裂 と 自由の 問題 ： こ れ は ， 福音 的 自由 か ら社

会 的 自由 へ と い う変化 の 過程 で もあ る が ， 宗教寛容 へ と向か う動向で あ る
。 イ

ギ リ ス に お い て
，

ハ
ー

ラ
ー の 言 う 「宗教改 革 か ら宗教 寛 容 へ 」 と い うパ ラ ドク

シ カ ル な経過 を 辿 る こ とに な る 。 そ れ を も っ て 英国 に お け る 宗教 改革 の 失敗 と

言 うべ き か ど うか は 問題 で あ る 。 し か し ， 教会 が た え ず 改 革 され る （ecclesia
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　ロ　 　　■　 　 　　

semper 　reformanda ） の で は な く， ミル ト ン の い わ ゆ る 宗 教 改革 が た えず改革

され る （reformatio 　semper 　reformanda ） と い うこ と で
， 遂 に そ の 教 会 の 問 う

べ き 「 フ ォ
ー ム 」 が 確定 さ れ な い とい う状態 が 発生 した 。 そ こ で ， 信教 の 自由

が 強 調 さ れ ， そ し て そ れ が教 会 と し て 如 何 な る 形 態 を とる べ きか と い う 問題

は ， 決 着 で き な く な る わ け で あ る
。 宗教 改 革の 要求 と信教 の 自由の 要 求 と の 間

に は 矛盾 が あ る
。 そ の 矛 盾 が 外化す る

。

一 方 で あ ら ゆ る 決 着 が 良心 の 圧 迫 と な

る可 能性 を も ち ， 他 方 で 自由 が い か に 放縦 で は な く ，

一 定 の 共 同体 を形成す る

こ と が で き る か
， とい う問題 は永 久化す る こ と に な る 。 プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム

は ， 聖 書原 理 を も っ て お り ， そ れ が コ ル プ ス ・ク リ ス チ ア ヌ ム を破 壊 す る よ う
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な力 を も っ て い た が
， そ れ が ま た 新 し い 改革 さ れ た 教会 の 形 成 原理 で もあ っ

た
。 しか し

， そ れ が （ク ェ
ー カ ー に典型 的 に 現 れ る）文 字 と霊 との 分離 に よ っ

て ， 規制力 を失 う こ と に な る
。

こ の 規制力 の 喪失が ， 教派的分裂 を惹 き起 こ す

よ うに な る
。

　以 上 の よ うな内的経過 を経 て ， 宗教 改 革 の 理 想 は分 解 し ， リ フ ォ
ー メ イ シ ョ

ン の 「 フ ォ
ー ム 」 は 確定 で き な くな る 。 そ の 「 フ ォ

ー ム 」 は せ い ぜ い 「教派 」

の 特定の 「形 」 を 意味す る に 過 ぎず ， 遂 に 普遍 性 を失 い
， 国教会 的 ユ ニ フ ォ

ー

ミ テ ィ を不 可 能 とす る
。 そ し て 教 派 の プ ル ラ リ ズ ム は ， 宗教寛容 を要 請す る こ

と に な る 。 国教 会 的 ユ ニ フ ォ
ー ミ テ ィ の 統

一
的 「 フ ォ

ー ム 」 が ， もし聖書 に よ

っ て 明白に 規定 され て い な い な らば
， そ れ は 世俗的君主 の 権威 に よ っ て 決 定 さ

れ る べ き か ， も し世俗的 権威 に よ らな い な らば ， ど うす る か
，

と い う問題 で あ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ　　 　 　　　　 　　 　　 　

る 。 そ こ で 英国 に お け る ア デ ィ ア フ オ ラ （無規定の 事柄） に取 り組 む 道徳哲学

の 登 場 が 起 こ る 。 こ の 厂フ ォ
ー ム 」 の 中に 含 蓄 され た 国教会 的 要 素 は ，

こ の 過

程 で ピ ュ
ー リ タ ン 運動 か ら失 わ れ て 行 くこ とに な る 。 そ れ は ， 宗教改革 を求 め

た ピ ュ
ー リ タ ン 運 動の 中に な お 残 存 し続 け た コ ル プ ス ・ ク リ ス チ ァ ヌ ム 的要 素

が ， ピ ュ
ー

リタ ン 的信 教 の 自由の 徹底 に よ っ て 剥落 し て 行 く過 程 で あ る 。

　 こ こ で は
，

ニ ュ
ー イ ン グ ラ ン ドの ピ ュ

ー リタ ニ ズ ム 内部の 正 統 派 と反 正 統 派

との 論争 の 中で
，

い か に 信教 の 自由が 宗教寛容 へ と至 る か
， そ の 内的 道程 を歴

史 的 に あ とづ け て 見 よ う と思 う。 そ こ に 至 る ま で
， さ ま ざま な 内 的葛 藤 を経 な

けれ ばな らな か っ た
。 そ れ は 「自由」 の 問題 で あ る 。

一
つ は 「自由」 を「

破壊」

す る 者 の 問題 で あ り ， 他 は 「自由」 に お け る 「堕落 」 の 問題 で あ る 。 前者 に っ

い て は
， 自由 を破壊 す る者 に対 し て 自由 を与 え る こ と が で き る か ， と い う議 論

で あ る 。 そ れ は カ トリ ッ ク に対 し て 向 け られ た議論 で あ る 。 後者 に つ い て
， ジ

ョ ン ・ コ ッ ト ン の 言 う 「無 制約 に 語 る 自由」 の 危 険 を論 じ ，

「わ れ ら は ， 自由

をい か に 行使 す る か を知 らず ， す ぐに 堕落 し て し ま う」
13）

と い う問題 で あ る 。

信教 の 自由 の 問題 が ピ ュ
ー

リタ ニ ズ ム 内部 で 取 り上 げ られ た の は ，
ニ ュ

ー イ ン

グラ ン ドの 正 統派 ジ ョ ン
・ コ ッ トン と反正 統 派 ロ 　一一ジ ャ

ー ・ウ ィ リ ァ ム ズ の 論

争 に お い て で あ り ， ま た ， イ ン グラ ン ドで は ミ ル トン の 『ア レ オ パ ジ テ ィ カ 』
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が ， そ れ を
「出版 の 自由」 の 要求 と し て ウ ェ ス トミ ン ス タ

ー 会 議 の 長老 派支配

に 対 し提 起 し た議 論 に お い て で あ っ た 。

　　（a ）自由 と権威 ： 宗教改革 と は ， 神 の 言 （聖 書） に よ る 改革 で あ り， そ れ に

基 づ く信 仰 の 自由 の 要 求 で あ っ た 。 た とい ecclesia 　semper 　 reformanda とい

う こ と を認 め つ つ も ， な お 何 ら か 一 定 の 形 を確立 保持 す る の で な け れ ば ， そ れ

は 永 久 革命的 に な り， 制度的 安 定 を確 保 す る こ と は で き な くな る 。 永久 革命 的

要 素 （自由） と制 度 的安定 （権威） とは根本的 な 矛 盾 と な る 。 そ の 制度 的安

定 を ，
ニ ュ

ー イ ン グ ラ ン ドの ピ ュ
ー リ タ ニ ズ ム の 主 流 は 試 み た 。 そ れ が い わ

ゆ る ニ ユ
ー イ ン グラ ン ド ・ オ

ー
ソ ドク シ

ー で あ る 。
1702年 に 出版 され た コ ッ ト

ン ・ マ ー ザ ー の 『マ グ ナ リ ア
・ク リ ス テ ィ

・ア メ リ カ ー
ナ 』 は ，

ニ ュ
ー イ ン グ

ラ ン ドの 教会 の 歴 史半世紀余 を振 り返 っ た もの だ が
，

そ れ は ，
ニ ュ

ー イ ン グ ラ

ン ド ・ オ ー ソ ドク シ ー の 指 導 者 の 意識 を示 し て い る 。 そ れ は ， 聖書 を ， そ こ に

立 ち 帰 る べ き 「黄金時代 」 と 見 な し
，

「そ の 時代 に 戻 る こ と は ，
プ ロ テ ス タ ン

トに な る こ とで あ り， も っ と言 い 足 す な ら ，
ピ ュ

ー リ タ ン に な る こ と で あ

る 」
14）

と言 う。 ピ ュ
ー

リタ ン た ち は ，

厂腐 敗 し た ヨ ー
ロ ッ パ か ら逃 れ て ア メ リ

カ の 岸辺 に 」 渡来 し て
， 確 か に 教 会 の 完全性 な る もの は 到達 で き な い もの で あ

り ， 従 っ て 「教 会 の 改 革 は た ゆ ま ず 続 け られ 」 ね ば な ら な い も の で あ る こ と を

認 め な が ら も，

「そ れ に も か か わ ら ず ， こ れ らの 〔ニ ュ
ー イ ン グ ラ ン ドの 〕教

会 は ， そ れ が達成 し て きた か ぎ りに お い て は ， 福音的改革 を遂行 す る 方法や 手

段 ， そ の 改革 を遂行 す る に 必 要 な 資質 に つ い て
， ま た 改革 を妨 害す る こ と に な

りそ うな障害 ， そ れ ら の 妨害 に 対 処 す る 可 能 な方策 や救済策 に つ い て ， 偉大 な

模範 を示 して き た 」 と 主 張 し ， そ れ 故 「ニ ュ
ー イ ン グ ラ ン ドの 教会 は

， 教会 の

名 に 最 もふ さわ し い と は言 え な い に せ よ ， キ リ ス ト教 の 初期 の 時代 の 教会 に 非

常 に 似 て い る ， とわ た し は 確信 を も っ て い る 」
15 ）

と言 う。
つ ま り，

こ の 「キ リ

ス ト教 の 初期 の 時代 の 教 会 に 非常 に 似 て い る 」 と い う 「 フ ォ
ー ム 」 に お い て 宗

教改革 は そ の 目標 に 達 し
， そ こ で 「権威 」 と 「自由」 の 調 和 が達成 され る こ と

に な る 。

「自由」 の 問題 は ， 権 威 へ の 「服 従 」 とい うこ とで 決着 せ ね ば な ら な

くな る 。
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　 ニ ュ
ー イ ン グラ ン ド ・オ ー ソ ドク シ ー の 代表者 で あ る ジ ョ ン ・ コ ッ ト ン は

「教理 に 関 して は ， そ の 中の あ る 部分 は 根本的 に 重要 な もの で あ り， そ れ に 対

す る 正 し い 信 仰 が な け れ ば ， 人 間 は 救 い を得 る こ とが で きな い 」
16）と して

， 真

理 問題 を提 起 す る
。 ま た礼拝 に つ い て も同様 とい う。

「 も し そ の 礼 拝 が 正 し い

な ら， 神 との 交 わ り が 保 た れ て い る の で あ り ， も し そ れ が腐 敗 し て い る な

ら
， 神 との 交わ りは 失 わ れ て い る の で あ る 」

17）
。 そ こ で 「正 しい わ き ま え あ る

良心 」 とい う こ と が 出 て 来 る 。 そ し て 「教 理 と礼 拝 の 根 本 的 で 重 要 な 点 に お い

て は
， 神 の 言葉 は ひ じ ょ うに 明快 で あ る か ら

， 賢明 に 誠意 を こ め て
一

，
二 度訓

戒 を加 えれ ば ， 彼 は危険 な誤 りを 良心 に 悟 ら ざ る を得 な い 」
18）

と考 え る
。 そ し

て 訓 戒 を加 え て の ち も な お 誤 っ た 行 い を 固執す る な ら， そ れ は 「良心 の ゆ え で

は な く ， み ず か ら の 良心 に 反 し て 罪 を犯 し た ゆ え に ， 追害 を受 け る の で あ る 」

と い うこ と に な る
。 （こ れ に 対 し て ウ ィ リァ ム ズ が い か に 反 論 し た か は 次に の

べ る こ とに す る）。

　 こ こ で コ ッ ト ン は ，
ニ ュ

ー イ ン グ ラ ン ド ・オ ー
ソ ドク シ

ー に お け る 権威 と 自

由， 真理 と 自由の 統合 を主張 して い る 。
コ ッ ト ン は 正 し い 教理 な し に は 良心 の

自由は な い とい う考 え方 で あ る 。 し か し ， 改革派 の 中に は ， そ れ が ウ ィ リ ア ム

ズ に あ らわ れ て い る よ うに
， 神 の 絶対 的主 権 を重 ん じ る が 故 ，

か え っ て 神 の 意

志 を確 定 す る こ と が 困 難 に な り， そ こ か ら逆 に 神 の 意志 を捉 え る 人 間 の 側 の 良

心 の 自由が 強 調 され ，
セ オ ク ラ シ

ー か らデ モ ク ラ シ
ー

へ と反 転 し て 行 く可能性

が あ る
。

こ の 反転 を抑 え て ニ ュ
ー

イ ン グ ラ ン ド ・ オ ー ソ ドク シ
ー は ， セ オ ク ラ

シ ー を確立 し よ う とす る
。 し か し ， 自由 の 要素 が 一

定 の 「 フ ォ
ー ム 」 の 中に お

さ ま る とい うこ と は
， 容易 な こ と で は な い

。

「自由」 の 強調 の 中で ， そ れ が

「服 従」 とい うこ と と果 し て 矛 盾 な く
一

致す る か ど うか ， そ れ は ニ ュ
ー

イ ン グ

ラ ン ドに お け る教会 の み な らず ， 社会 に お い て も， 重 大 な 問題 で あ っ た
。 教会

で は な く社会 に お い て 権 威 と 自由 との 統
一

を求 め た例 は ， 1645年 副総 督 ジ ョ ン

・ウ ィ ン ス ロ
ー プ の 演説 で あ っ た 。 そ れ は ，

「 こ の 自由は
， 権威 へ の 服 従 に お

い て ， 保持 され ， 行使 され る 。 そ れ は ， キ リ ス トが わ れ ら を 自由 の 身 と な し た

も うた の と同 じ た ぐい の 自由で あ る 」 と主 張 し ， 権威 と 自由 の 調和 を論 じ ， そ
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して そ れ を結婚 の 関 係 に お い て 主 人 た る 夫 に 服 従す る 妻 は ，

「奴 隷 の 状 態 に あ

る の で は な く ， 自由に お い て 服従す る 」 の で あ り ， そ れ が 「自由で あ る 証 拠 」

で あ る と い う例 を も っ て 説 明 し た
19）

。

　　（b）真理 と平 和 ：上 に 述 べ た コ ッ ト ン の 説 に 対 して
， ウィ リァ ム ズ は， 当時

に と っ て は 比 較 的 最近 の 例 で あ る 「血 の メ ァ リ」 の 迫 害 を 挙 げ て
，

「国家 と時

代 とが （自分 の 金 の 像 を拝 ま せ た ネ ブ カ デ ネ ザ ル 王 の よ うに ）彼 らに 強要 し て

い る 教 義 を受 け入 れ て 礼 拝」 さ せ よ う と し た こ と が ， 如 何 に 良心 へ の 迫 害 で あ

っ た か を指摘す る 。 そ れ は 「人 間 が 造 りさ だ め た教義 や礼 拝 を守 らね ば な らな

い と い う束縛」
2°）

で あ る ， と反 論 し た
。 ウ ィ リ ァ ム ズ は ，

「神 の 民 は ， ノ ン コ

ン フ ォ
ー ミ ス トで あ っ た し ， ま た そ うあ る べ き で あ っ た

。 神 の 民 は
， 真の 礼 拝

を禁 じ られ た り ， 誤 っ た 礼 拝 を強制 され た りす る の を ， 潔 し と しな い
。 そ れ で

い て ， 彼 ら は シ ヴ ィ ル ・ピ ー
ス 〔市 民 的平 和 〕 一

シ テ ィ
・ピ ー ス 〔都 市 の 平

和〕 と適切 に呼 ばれ る　　を侵害す る こ と は な い で あ ろ う」
21）

と言 い
， そ の 平

和 の 可 能性 を伝統的国教会 の 否 定 ， 教会 と国 家 の 分 離 の 社会 形 態 を も っ て 容 認

す る の で あ る 。

　 ピ ュ
ー

リ タ ン 運 動 に お け る 宗教改革 の 要 求 と信教 の 自由の 要 求 とは ， そ の 運

動 の 発 展 の 中 で 統 合不 可 能 な 亀 裂 と な っ て 行 く。

一 方 で 宗 教 改革 は 「真理 」 の

要 求 で あ る 。 他方 で 信教 の 自由は 厂平和」
へ と 向 か っ て 行 く。 事実 ，

ピ ュ
ー

リ

タ ン 運 動 に お け る信 教 の 自 由の 要求 は ， 宗 教改革 （リ フ ォ
ー

メ
ー

シ ョ ン ） に お

け る
一

定 の 「 フ ォ
ー ム 」 に よ る新 し い 「ユ ニ フ ォ

ー ミ テ ィ 」 の 達成 を不可 能 に

し た 。 イ ギ リス 本国 に お い て は ， 宗教改革は
， 多数 の 分派 の 発生 に よ っ て

， ウ

ェ ス トミ ン ス タ ー 信 仰 告 白 と い う
一 定 の 「 フ ォ

ー ム 」 の 中 に お さ ま る こ と が 不

可 能 と な っ た 。
ニ ュ

ー イ ン グ ラ ン ドに お い て は ， こ の よ うに し て
，

ロ ー ジ ャ
ー

・ウ ィ リ ア ム ズ が
，

マ サ チ ュ
ー

セ ッ ツ
・ オ ー ソ ドク シ

ー に 対 立 す る 。 ウ ィ リ ア

ム ズ は ，
コ ッ ト ン の 主張 に お け る 曖 昧 さ を突 い た 。 そ れ は

， も し真 理 に つ い て

ア ン グ リ カ ン に も良 い もの が あ る と い うな ら ば ， そ し て そ れ に 何 らか の 満足 が

あれ ば
， 何 も ニ ュ

ー
イ ン グ ラ ン ドに 新 し い 教 会 を造 る 必 要 は な い の で は な い か ，

と い う反 論 で あ る 。 ア ン グ リ カ ニ ズ ム の 批判 で は ，
セ パ ラテ ィ ス ト （ア ン グ リ
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カ ニ ズ ム か ら の 分 離 派 ） の 方 が厳 し い 態 度 を もつ
。

つ ま り， 真 理 に つ い て の 厳

し さ が あ る
。 そ れ が 分裂 を起 こ す 。

と こ ろ が こ こ で 注 目に 値 す る こ と は
， そ し

て そ の 厳 し さ が ウィ リァ ム ズ に お い て は か え っ て 「真理 探究者」 （Seeker

こ の セ ク トに つ い て は R ．M ．　Jones，　Spiritual　Reformers　 in　 the　 16th 　 and

17th　Centuries
， 1914参照） へ と徹底 し て 行 くこ と に な る こ とで あ る

。 そ れ は

ラ イ ン ホ ー ル ド ・ニ
ー バ ー の い う 「真理 を保持す る こ と と保持 し な い こ と」 の

パ ラ ドク ス （こ れ は 一
種 の 神学 的相対 主 義 で あ る） に 通 じ て い る 。 ウ ィ リア ム

ズ は
， 真理 を保 持 す る の で は な く， 真理 を絶 え ず 探究 す る

。 そ れ 故
一

種 独 特 な

自己相対 化 と な っ て 行 くの で あ る
。

こ の 真理 に 対 す る 厳 し さ が
， 宗教寛容 を要

求 す る こ と に な る
。

こ こ に カ ル ヴ ィ ニ ズ ム に お け る セ オ ク ラ シ
ー か ら デ モ ク ラ

シ
ー

へ の 反転 の 内的 論理 が あ る 。 歴 史 の ア イ ロ ニ
ー の 一

例 と言 っ て よ い
。

　 ニ ュ
ー イ ン グ ラ ン ド ・ セ オ ク ラ シ ー は ， こ の 反 転 を拒 ん だ 。 しか し ウ ィ リア

ム ズ は
，

ニ ュ
ー

イ ン グ ラ ン ドの 教会体制 が
， そ の 擁護者の い うよ うな 教 皇体制

か ら清 め られ た原始 キ リ ス ト教的体制 で あ る とか 新約 聖書 の 教会体制 の 回 復 で

あ る と か と は 信 じ な か っ た 。 む し ろ そ れ は ， 教 皇 体 制 よ り も も っ と質 の 悪 い
，

も っ と魔的 な る 偽 善 と 見 え た 。 1635年10月 に ウ ィ リ ァ ム ズ の 裁 判 が 行 わ れ た

が ， 知 事 ウ ィ ン ス ロ
ー プ （彼 は 個 人 的 に は ウ ィ リア ム ズ に 親 愛 の 情 を抱 い て い

た が ） は ， ウィ リ ァ ム ズ が 四 つ の 理 由で 自ら を マ サ チ ュ
ー セ ッ ッ か ら排除 し た

とい う論告 を し た
22）

。

　第
一

は ， ウ ィ リア ム ズ の 主 張に よ れ ば ，
こ の 植民地 は 元 来 イ ン デ ィ ァ ン の も

の で
， そ れ を英国王 の 特許 状 で 所 有す る こ と は で きな い と い う，

こ の 言 論 は 国

王 ジ ェ イ ム ズ の 怒 り を招 き
，

こ の マ サ チ ュ
ー セ ッ ツ 植民 地 に危 害 を もた らす と

い う理 由 で あ る 。

　第二 は
，

い まだ 悔 い 改 め て い な い 者 に対 し て は
， 法 に よ っ て 祈 りや宣誓を要

求 す る こ とは で き な い とい う こ とで あ る 。 こ の 見 解 は ， 法 律遵守 や 法廷 を維 持

で き な く し ， ま た教 会 を成 り立 た せ な くす る 。 そ こ で ウ ィ リァ ム ズ は追放 に 値

い す る と い う。

　第三 は ， 本国 の パ リシ ュ で 奉仕 を し て きた こ と を侮い 改 め な い 牧師 の 説教 を
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聞い て は な ら な い と い う説 で あ る が ， こ の ウ ィ リ ア ム ズ の 説 は
，

マ サ チ ュ
ー

セ

ッ ッ が 英 国 国教 会 か ら 「分離 」 す る こ とを 意味す る 故 に
， そ の よ うな 「分離」

を否 定 す る マ サ チ ュ
ー セ ッ ッ の 教会 と国家 に と っ て は

， そ の 社会 の 構 造 そ の も

の を破壊す る こ とに な る とい う。
ニ ュ

ー イ ン グ ラ ン ドの 指導者 た ちは ， 英国国

教 会 の 改 革 を求 め た が ， そ れ は 依 然 と し て 「母 」 な る 存 在 で あ っ て
， そ こ か ら

「分 離」 す る とい う考 え方 は も っ て い な い の で あ る 。

　第 四 は
， ウ ィ リア ム ズ が 国家 的 権力 が そ の 強 制 力 を行使 し うる の は ， 外的 な

事 柄 に つ い て の み で あ る こ と
， 十 戒前半四 つ の 戒 め の よ うな 純粋 に 個人 的内面

的 な 事 柄 に つ い て は ， こ れ を人 間 に 強 制 す る 何 の 権利 も有 し な い こ と を主 張 し

た とい う。 こ れ ら は ，
た し か に ピ ュ

ー リ タ ン 運 動 の 中に あ る論 理 の 徹底 で は あ

る が
，

1635 年段 階 で は ， そ の 急 進 性 が ピ ュ
ー

リタ ン 全 体 に 対 す る 国 王 か らの 弾

圧 を招 き ， そ の 運 動そ の もの を危 険 に 落 と し 入 れ か ね な い もの で あ っ た 。

　 以 上 が ウ ィ リア ム ズ弾 劾 の 理 由 で あ る 。 後 に コ ッ ト ン ・マ
ー ザ ー が 前 出 の

『
マ グナ リア 』 で ，

1654 年 に オ ラ ン ダで 強風 に 煽 られ 急速 回転 した 石 臼 が加熱

発 火 し て 生 じ た 風 車 小 屋 の 火事 に な ぞ ら え て
， ウ ィ リ ァ ム ズ を そ の 類 と評 し た

が
23）

， そ の よ うな存在 と見 え た こ と は事実 で あ る
。 しか し ，

こ の ウ ィ リァ ム ズ

は ， 確 か に 速 く （急進 的 に ） 回 っ た が ， し か し そ れ は 同 じ 方 向 に 速 く回 っ た だ

け だ と言 わ ね ば な らな い
。 ウ ィ リ ア ム ズ の 思 想 は ，

ペ リ
ー ・ミ ラ

ー が 言 う よ う

に 「西 欧文 明 が そ れ に よ っ て 人 類 の ア ナ
ー キ カ ル な 衝 動 を抑 え て き た 教 会 とい

う組織 の 根元 に 乱 暴 に も斧 を打 ち 込 ん だ 」
24）

こ と を意味す る 。 し か し ， 時代 は

そ の 方向に 進 ん で 行 くの で あ り，
そ れ は や が て ア メ リカ 合衆国憲 法 に ま で 至 る

の で あ る 。

　同 じ ピ ュ
ー

リ タ ン の 中で ， 何 故 こ の よ うな 分裂 が 起 こ っ た の か ， そ の 神学的

理 由は何 か ， そ れ に つ い て ペ リ
ー ・ ミ ラ

ー は 聖書解釈上 の 違 い に あ っ た とい う

説 明 を与 え て い る 。 こ の こ と に 関 し て ， こ こ で 立 ち 入 る こ と は で き な い の で ，

別 の 機 会 に と り上 げ た い
。 し か し ， と も か く， そ れ は 「神学的 に 微妙 な 議論 な

ど に は シ ニ カ ル な 無関 心 な 態 度 を と る 」 合 理 主 義 者 の 宗 教 寛 容 で は な い
， む し

ろ 基 本的 に は カ ル ヴ ィ ニ ズ ム に 立 つ 深 く神学的熱心 か ら発 出 し た 宗教寛容 な の
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で あ る 。

厂高価 な真理 を手 に 入 れ た の だ か ら ， 廉価 に 売 り払 っ て は な ら な い 」
25）

とい う良心 的厳 し さ を も つ 信仰的主体性か ら発出 し た もの で あ る
。 また ， こ れ

は 先 に も述 べ た よ うに ， こ こ に
， こ の 主 体性 は ， ミ ル トン に 見 られ た よ うな ，

権 利 化 す る 転換 の 論理 を も っ て い る 。 こ う し て 信教 の 自由 の 主 張 は
，

こ の 状況

に お い て は ， 宗教寛容 に 至 ら ざ る を え な い の で あ る
。

　　（c）終 末論 と 中間時的現実 ： こ こ で 注 目す べ き こ とは ， こ の よ う な 寛容 が
，

背景 に 終末論的 な セ ン ス を も っ て い る こ と で あ る 。 そ こ で ウ ィ リァ ム ズ は ， 真

理 と平和 との
一

致 が 終末論 的 可能 性 で あ る こ と を認 め ， そ し て
， そ れ が か え っ

て 「シ ヴィ ル ・ ピ ー ス 」 と か 「シ テ ィ
・ピ ー ス 」

26）
とい う こ とを主張 す る に 至

る の で あ る 。

　 ウ ィ リア ム ズ は ，
コ ッ ト ン の 説 へ の 反 論 と し て ，

「真理 と平 和 と の 会 談 」 と

い う対話 を も っ て 答 え る 。 真理 と平 和 ， 正 義 と平 和 との 接吻 一
つ ま りそ の よ

うな 美 し い 調 和
一

は ， 歴 史 の 中に は な い
， とい う認 識 で あ る

。

　 「こ れ らの 天 と地 と は 古 び た も の とな り ， 上 着の よ う に 替 え られ る で あ ろ

　う。 そ れ らは 消 え去 り， 地 と そ の 上 に 造 りだ され た もの もす べ て は 焼 き つ く

　され る だ ろ う。 そ して ， 至 高 に して 永遠 な る 創造 主 は ， 義 の 住 む新 し い 天 と

　新 し い 地 を ， 栄 光 も っ て 創造 した も う 。 そ こ で は
， わ れ らの 接 吻 は

， 清純 に

　 し て 美 し き 喜び を 永遠 に 保 つ で あろ う。 そ の と き ま で ， あ な た もわ た し も ，

　希 望 を も っ て ま ち ， 龍 の 怒 りの 狂 暴 に 耐 え ね ば な らぬ
。 そ の とき 龍は 恐 ろ し

　い 生 命 と狂 暴 さ と と も に
， 第 二 の 死 の 火 の 池 に 投 げ こ まれ る の だ」

27）

。

　真理 と平和 と の 結 び つ き を求 め な が ら も ， そ れ が た と い 「 こ の 世 の 隠 れ た片

す み 」 で 出会 うこ とが あ る と し て も ， 真 理 も平和 も こ の 「地上 か ら」 は 去 ら し

め られ て い る の で あ り，
し た が っ て 真理 と平和 との 接 吻 は ， こ の 地 上 の 可 能性

で は な く， 天 上 の ， 終末論 的可 能性 な の で あ る 。 そ の 終末 論的認識が ，
こ の 地

上 に お け る 寛容 を必 然な ら し め る の で あ る
。

つ ま り， 地上 に お け る 真理 と平 和

の 統合 ， 真理 と 自由 の 統合 は ， 単純 な可 能性 で は な い の で あ る 。

　こ の 終末論 的観 点 か ら
， そ れ 以 前 の 今 日の 用 語 を も っ て い え ば 「中間時 」 に

お い て
， 教 会 と国家 を分 離 す る こ と に よ っ て

， 迫害 の よ っ て 来 た る 原 因 を除去
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し
， そ し て 市民 的平和 を 守 る こ と を主 張 す る

。 ウ ィ リア ム ズ は ，
コ ッ ト ン に 依

然 と し て 教 会 と国 家 と の 結 合 の 残 滓 が あ る こ と を指 摘 し ， そ の 結合 を完 全 に 分

離 せ し め
， 国家 の 役人 は 「市民 の 平和 を守 り， 治安 を保 ち

， 彼 の も とに あ る人

人 を保護す る義務 が あ る 」
28）

と見 な し ， た とい そ の 役 人 が キ リ ス ト者 で あ っ て

も 「彼 らの 堅 く信 じ て い る 主 イ エ ス ・キ リ ス トを受 け 入 れ ぬ 者 が あ る と し て

も ， 天 か ら火 を求 め る こ とは禁 じ られ て い る の だ 」，

「主 イ エ ス の 来 た りた も う

た 目的は 人 間 の 生 命 を滅 ぼ す た め で な く， そ れ を救 うた め で あ っ た こ と を思 い

起 こ すな ら」，

「何人 に 対 して も暴力 を加 え て 苦 し ま せ
， 市民 の 平和 を破 る こ と

が あ っ て は な らな い 」
29 ）

と主 張 し た 。

　中間時 に お い て は ， 真理 は ， 絶 え ざ る 「探究」 の 対象 と な る 。 そ れ は 永久革

命 的 に
， 永 久 に 追 求 され る べ き も の と な る

。 ウ ィ リァ ム ズ は ， 次 の よ うに 言

う。

　 「心 と霊 か ら で る 偶像 崇拝 ， 誤 っ た 礼 拝 ， 異 端 ， 教会分立 ， 蒙昧 ， そ し て 頑

　 な さな ど を打 ち砕 くた め に
， さ ら し 台 ， 苔 ， 牢， 剣 ， 絞 首 台 ， 火 あ ぶ り な

　 ど ， 迫害 者 が も た らす 武器 を使用 す る の は正 し く も な く， 適 当 で も な い 。

　 … … し か し ， こ れ ら の 人 間 の 心 に う ち た て ら れ た霊 の 砦 に 対 抗 す る に は ， 霊

　 の 大砲 と武 器 が適切 で あ る 。 霊 の 武器 は ， 神 を とお し て 強い カ を発揮 し ， 誤

　 っ た 考 え を制圧 し服従 させ る か
， さ もな け れ ば ， そ の 心 を闇 の 鎖 で し っ か り

　 繋 ぎ と め ， 不 信 仰 と頑 な さ の 牢獄 に
， 永 遠 に 閉 じ込 め る だ ろ う。 わ た し の 見

　解 で は ， か か る 事 柄 に は ， こ の 世 の 武 器 は 適 当 で な い し ， こ こ ろ に は何 の 効

　 果 も も た ら さ な い 」
30 ）

。

　 こ こ で は 真 理 に 対 す る 懐 疑 主 義 が 主 張 さ れ て い る の で は な い
。 ウ ィ リ ア ム ズ

は 「神 の 霊 の 剣 ，
つ ま り神 の 言 葉」 を も っ て 戦 う とい う 考 え方 を 示 す 。

こ れ と

同 様 の こ と を ， イ ン グ ラ ン ドに お い て ミ ル トン が 『
ア レ オ パ ジ テ ィ カ 』 の 中で

主張 し た
31）

。 そ れ は ， 真理 の 完 全 な姿 は ， 終末 に お い て そ の 全 体像 が 現わ れ る

ま で
， 現 実 の 中で は た だ 真理 の 破片 が存在 す る ば か り だ と見 る の で あ る

。
こ の

真 理 を一
つ

一
つ 拾 い 上 げ ， そ れ か ら真 理 の 全 体 像 に 至 る こ と を求 め る 。 ミ ル ト

ン の 思想 もま た 「真 理 探究」 的性格 を もつ もの と な る 。 そ こ に は 文字 と霊 との
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関 係 の 問題 が 関 わ る
。 そ の 両 者 の 間 が 分 離 され る と

， 真理 の 確定 は さ らに 困難

に な る
。 こ の 方 向 は ク エ ー カ ー に 至 る

。

皿 ． 『教 会 と 国 家の 分離 』 の 社 会学的性格

（1） 「教会 と国 家 の 分離」 の 原型

　 わ れ わ れ は ，
ロ

ー ジ ャ
ー ・ ウ ィ リァ ム ズ の 思 想 を概観 し て き た が

， 注 目す べ

き こ とは ， そ の 帰結 と し て
， ウ ィ リ ァ ム ズ が 次 の 引用 文 に あ る よ う な教会 と社

会 と の 見 方 に 到 達 した こ とで あ る 。 そ れ は
，

ひ とっ の 「フ t 一 ム 」 に 「 コ ン フ

ォ
ー ム 」 し な い

‘

nonconformist
’

の 存在 を，
ニ ュ

ー
イ ン グ ラ ン ド ・オ ー

ソ ド

ク シ
ー に 対 し て 主 張 し つ つ

， そ れ に も か か わ らず シ ヴ ィ ル ・ ピー
ス を保持 す る

可能性 を ， 現 代 の 「教 会 と国家 の 分離 」 とい う社 会論 の 原型 の 提示 に よ っ て 示

し て い る
。 次の 引 用 文 は ， 注 目す べ き もの で あ る 。

　
「教会 ， ま た は 神 を礼拝す る者 た ち の 集 団 とは

， （真 の もの で あ ろ う と 誤 っ

　て い よ う と） n ン ドン 市 に あ る 医者 の 団体， 医 師会 の よ う な も の だ 。 或 い

　 は
， 東 イ ン ド貿易や トル コ 貿易商人 の 団体， 協会 ， 会社 ， ま た は ロ ン ドン に

　あ る 他 の 協会や 会社 の よ うな もの で あ る
。

こ れ らの 団体 は ， 役 員会 を も ち ，

　記 録 を保 存 し ， 政 策決 定 の 討論会 を 開 く。 ま た そ の 協会 に 関す る事 柄 で ， 意

　見 が異 な り， 分裂 し ， 多 くの 分 派 や 派 閥 に 分 か れ ， 法 律 に よ っ て 裁 判 で 争

　 う。 そ し て ， す っ か りば らば らに な っ て 消滅 し て し ま う。 そ れ で い て ロ ン ド

　 ン 市 の 平和 は い さ さか もそ こ なわ れ た り妨げ られ な い
。

な ぜ な ら 都市 の 本

　質 ， そ の 福 祉 と平 和 は ， 本質 的 に
， こ れ ら特 定 の 団体 か ら 区 別 され る か ら で

　あ る 。 市 の 議会 ， 市 の 法律 ， 市 の 刑罰 は ， こ れ ら の 団体の も の と は 区別 され

　 る
。

こ れ らの 団体 以 前 に ロ ン ドン 市 が 存在 し て い た の で あ り ，
こ れ ら の 団体

　や協会 が 倒れ て も，
ロ ン ドン は そ の ま ま 存在 し て い る の だ 」

32）
。

　 こ こ に 描 き出 され て い る 光 景 は ， 中世 の コ ル プ ス ・ク リ ス チ ァ ヌ ム の そ れ と

は 全 く別 種 の 光 景 で あ り，
ま さ に そ の 対極 を なす もの で あ る 。

1974 年 5 月 に 西

ドイ ッ の 首相 ヘ ル ム ー ト ・シ ュ ミ ッ トは 政 府所 信表 明 の 中 で ，

「教 会 は 『多 元

的 社 会 の 多 くの 集団 の う ち の
一

つ 』 とは 見做 され な い 」
33）

と宣 言 した 。 今 日 ド
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イ ツ で は ， 依然 と して 教 会 は 多元的 社 会 の 多 くの 集 団 の う ち の 一
つ と は 見 做 さ

れ て い な い の で あ ろ う。
し か し ウ ィ リァ ム ズ に よ れ ば ， 教会 は ま さ し く 「多元

的 社会 の 多 くの 集 団 の うち の
一

つ 」 な の で あ る 。 今 日の ドイ ツ に で き な い こ と

を約 350 年前 に承認 し た 。 こ の 対 極 的 な違 い を は っ き り と認 識 し て お か ね ば な

ら な い
。

「教 会 と国家 の 分離 」 と は ，
コ ル プ ス ・ ク リ ス チ ァ ヌ ム に お け る教 会 と国家 と

の 結合 が 破 れ ， 教 会 が 多元 的 社 会 の 多 くの 集 団 の
一

つ とい う社会学的 性格 を も

つ に 至 る こ と で あ る
。 そ の 分 離 は

， 教 会 の 構 造的 性格 の 変 化 を 必 然 的 に 要 求
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　　

す る も の で あ り， 更 に ま た 国家 の 構 造 的 性格 の 変 化 を も必 然的 に 要 求す る の で

あ っ て
， そ れ は ト

ー
タル か つ ラデ ィ カ ル な社会変動 を も っ て 生 起す る の で あ

る 。 し か し ， そ の 分 離 は ， ま ず教 会 の 構造的変化 つ ま り社会 学 的 に
‘

voluntary

principle
’

と言 わ れ る 原理 に よ る 教会 （「自鹵教会 」 と か 「 コ ン グ リゲ ー
シ ョ

ン 」 と か
‘

voluntary 　society
’ ‘

voluntary 　association
’

な ど と言 わ れ る 教 会） の

成 立 に よ っ て 惹 き起 こ され る 。 そ の 過程 で
， 信 教 の 自由 は 「教 会 と国 家 の 分離」

と い う制 度 と な っ て 社 会 的現 実 と化 す る の で あ る 。 自由の 伝統 に お い て は ，
こ

の よ うな 社会的現実化 に よ る 自由の 客観化 が起 こ る の で あ る 。 こ の 状況 は ， 教

会 と国 家 の 社会 学的 観 察 と考 察 を要 求す る こ と に な る 。

（2） パ リ ッ シ ュ か ら コ ン グ リ ゲー
シ ョ ン へ

　 「西 洋 で は コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 大帝 以 来 ， 長い 間市民 共 同体 と教 会 共 同体 と

が
，

一
つ に な っ て い た 」

34）

。 リゼ ロ ッ テ ・ フ ン ケ の こ の 言 葉 は ，
コ ル プ ス ・ク

リ ス チ ァ ヌ ム が 一 般 に 何 を意 味 す る か を最 も単純 な仕 方 で 語 っ て い る 。
コ ル プ

ス ・ク リ ス チ ア ヌ ム が ト レ ル チ の 言 う 「教会 支配 文 化 」 の こ とで あ る な らば ，

ト レ ル チ が 「 キ リ ス ト教古代 」 と 「 キ リ ス ト教 中世」 と を 区分 す る 見方 を受 け

入 れ ね ば な ら な い で あ ろ う。 トレ ル チ は
，

ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス を 「キ リ ス ト教 古

代」 に 属 す る と見做 す 。 そ れ は そ こ に ， ト マ ス が前提 し た よ うな教 会 的基盤 が

存在 し な い か らで あ る
35）

。 トマ ス の 背景 は ， ま さ に 「キ リ ス ト教 中世 」 の 体制

で あ っ て 教 会 支配 文 化 と し て の コ ル プ ス ・ク リ ス チ ア ヌ ム で ある 。
コ ル プ ス ・
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ク リ ス チ ア ヌ ム 体制の 基 礎 が コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 大帝の キ リス ト教公 認 に あ る

こ とか ら， そ れ は コ ン ス タ ン チ ヌ ス 体制 と も言 わ れ た 。 そ れ は 神 聖 ロ ー
マ 帝国

の 成 立 か ら13世 紀 の 叙任権 闘争 へ 至 る教 皇権 の 強化 に よ っ て 確立 され た 。 こ こ

で ， 教会 と国家 とは ， 盾 の 裏表 の よ うに
，

一
つ と され た 。 し か し ， こ の 教会 と

国家 と の 結び つ きは
， 中世 末 期 に揺 る ぎ出 し

， そ の 一 体性 は 宗教改革 に よ る 教

会分 裂 に よ っ て さ ま ざ ま な 変化 を遂 げ て 行 くこ と に な る
。

　 し か し ，

「キ リ ス ト教古代」 と 「キ リス ト教中世」 の 区別 を前提 と し て ， そ

の 中世 か ら近 代 世 界 の 成 立 の 過 程 を い か に 理 解 す べ き で あ る か 。 近 代 世 界 と プ

ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム との 関 係 は ， トレ ル チ が 指摘 し て い る よ うに
， 決 し て 単純

な もの で は な い
。 ト レ ル チ の い わ ゆ る 「古 プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム 」 は ， 近 代 世

界 の 成立 に は 特 に 決 定 的 な 関係 が あ る とは
，
上 に 述 べ た よ うな 視点か らす れ ば ，

た だ ち に は 言 い が た い
。 ト レ ル チ は ， そ の 関係 を 「新 プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム 」

に見 る 。 た と え ば ， 近 代的 「人 権 」 理 念 は ，

「本来的教会 的 プ ロ テ ス タ ン テ ィ

ズ ム 」か ら出 た の で は な く ， そ れ を産 み 出 し た の は ，

「そ れ に よ っ て 憎 ま れ ， 新

世 界 へ 追放 され た Sektentum と ス ピ リ チ ュ ア リ ズ ム で あ る 」
36）

と言 わ れ る
。

こ の よ うな 「宗教改革 の 継 子 た ち」 が 世 界 史 的 役割 を果 た した とい うの が ， ト

レ ル チ の 見方 で あ る 。 わ れ わ れ は ，
こ の 見 方 を受 け継 い で き た が ， そ れ を さ ら

に社会学的 に 捉 え直 し て ， 近代世界 の 成立過程 を，
コ ル プ ス ・ク リス チ ア ヌ ム

に お け る 教 会 と国家 の 統合 か ら， 教 会 と国家 の 分 離 へ の 憲 法 的 （基 礎 構造 的 ）

変化 の 中に 見 る 。
こ の 視点 か らす れ ば， ト レ ル チ が 「古 プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ

ム 」 と い う宗教 改 革 的 教 会 ，
つ ま りル タ ー 派 と カ ル ヴ ァ ン 派 と は ， 決 し て コ ル

プ ス ・ク リ ス チ ァ ヌ ム を破壊 し た も の で は な い 事実 に 着 目す る の で あ る
。

ル タ

ー 派 の
一 種 の 「カ イ ザ ル 教 皇 主義 」 に せ よ ， カ ル ヴ ァ ン 派 の 「神政 政 治」 に せ

よ （わ た しは カ ル ヴ ァ ン に は ，
ル タ ー

と は ち が う新 し い 要 素 〔契約〕 が あ る こ

と を認 め る が ）， 中世 的伝統 を受 け継 い で い る 。 た だ そ の 基礎 づ け の 理 論 に お

い て 修 正 が 加 え られ て い る 。 しか し ， 制度的 に は ， プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム に お

い て は ，
カ ト リ ッ ク教会 の 場 合 よ り も ， も っ と近 代的国民 国家 とそ の 結合 を強

め る こ とに な る 。 そ れ は 教皇支配 に対抗 し て 宗教改革 を守 る た め の 道 で も あ
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り ， 宗教改革者 た ち は そ れ を理 論 的 に 説 明 せ ざ る を得 な か っ た の で あ る
37）

。

　 ま ず ，
コ ル プ ス ・ク リス チ ア ヌ ム の 崩壊 か ら教 会 と国家 の 分 離 へ と至 る 変 化

は
， 類似の 二 つ の 命題 か ら区別 し て 置 か ね ば な ら な い

。 第
一

は ，
い わ ゆ る 「宗

教 と政 治 の 分 離 」 （政 教分 離 ） と い う こ と と 「教会 と国 家 の 分離 」 と は 異 な る

とい うこ と で あ る 。

「教 会 と 国家 の 分離 」 とい うこ とが 極 め て 政治的意味を も

つ も の で あ る こ と を考 え る な らば ， そ の よ うな 混 同 は 避 け られ る で あ ろ う 。 第

二 は ， 宗教改革後 の 宗教戦争 の 平和的解決 と し て 承 認 され た 1555年 9 月 の ア ウ

グ ス ブ ル ク の 平 和 の 原 則
‘

cuius 　regao ，　eius 　religio
’

と は 異 な る もの で あ る と

い う こ とで あ る 。
こ の ア ウグ ス ブ ル ク の 原則 は ， ドイ ツ に お け る カ ト リ シ ズ ム

と ル タ
ー 主 義 （こ の 場 合 カ ル ヴ ィ ニ ズ ム は 入 らな い ） と の 共 存 を認 め た が ， こ

の 同 じ原則 は 三 十 年戦 争 の 平 和 的解決 に お い て は ，
カ ル ヴ ィ ニ ズ ム も そ れ に 含

む こ と に な っ た 。 しか し ， こ の こ とは ，
か え っ て 教会 と 国家 の 結合 を強 め る こ

と とな っ た の で あ り ， と くに プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム と世 俗的 君 主 と の 結 び っ き

を強化す る 結果 と な っ た 。 た し か に こ れ は ，
コ ル プ ス ・ ク リス チ ァ ヌ ム の 量的

分割 を もた ら し た が ， 近 代 的 な教 会 と 国家 の 分 離 と は ，
コ ル プ ス ・ク リス チ ア

ヌ ム の 質的 変 化 を惹 き起 こ す原 理 で あ る
。

　 さて ，
パ リ ッ シ ュ と は コ ル プ ス ・ク リ ス チ ァ ヌ ム の 最 小 行 政 区域 で あ る 。 こ

れ は 英語世界 の 言葉 で あ る が ， ギ リ シ ャ 語 の 「パ ロ イ キ ア 」 か ら由来 す る パ ロ

イ キ ア は 元 来 司教 区 を意味 し た が ， 英 国 の パ リ ッ シ ュ は ， 司 教 区 の 属 す る 。 そ

の 分枝 と し て の 最小教 会 行政地域 を あ ら わ す 。 そ の 範 囲は ， タ ウ ン と1司 じ で あ

る 。 こ の 体制 の 中で は ， 信教 の 自由は あ り得 な い
。

パ リ ッ シ ュ で 誕 生 す る 幼児

は 幼児 洗礼 に よ っ て
， 教会 と国家 に 同時 に 所属 す る

。 そ れ 故 ， 幼児洗 礼 は ，
コ

ル プ ス ・ク リ ス チ ァ ヌ ム の 個 人 に お け る 結節点 とな る 。 教 会 の 牧師 は ， 聖職禄

を受 け る。 そ の 財源 に つ い て は 種 々 あ り得 た が
，

し か し そ れ は教会税 と して 確

立 され る
。

　教会 と国家 との 結 び つ き の メ ル ク マ
ー

ル は 教 会税 （Tythe ，　 K 五rchensteuer ）

で あ る 。 教 会 税 が 残 る 限 り， 基 本 的 に は ，
コ ル プ ス ・ク リ ス チ ア ヌ ム の 体制 に

基本的 変化 は な い と言 っ て 過 言 で な い
。 1945年 以後 ドイ ッ の プ ロ テ ス タ ン ト ・
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キ リス ト教 は
， 国家再建の 役割を担うこ とに な っ た 。 そ の よ うな もの と して ，

国 家 か らパ ー トナ
ー

（Partnerschaft） と して 遇 せ られ る こ とに な っ た 。 そ の 結

果 ， 前述 の よ うな ヘ ル ム ー ト ・シ ュ ミ ッ トの 「教会 は 『
多元的社会 の 多 くの 集

団 の うち
一

つ 』 とは 見做 され な い 」 とい う特別 の 処 遇 を受 け る こ と に な る 。 教

会 税制 度 が 残 る こ と に な る 。 こ れ は ， 上 に ロ
ー ジ ャ

ー ・ ウ ィ リァ ム ズ の 見方 と

は 全 く別 の
， 依然 と し て 中世 以来 の 特権 を有す る 宗教団体 と し て 教会 が ドイ ツ

に 存在す る こ と を示 す も の で あ る 。
こ れ に 対 して

， ヴ ォ ル フ ガ ン グ ・フ ー バ ー

の
， 教 会 は 多元 的な そ し て 開 か れ た社会 に お い て 他 の 団体 と並 ん で い る 一

つ の

団体 と し て 自ら を理 解 し ， 国家 と の こ れ ま で の 同盟 関係 を放棄 し な けれ ば な ら

な い と い う理 論 が 提起 され て は い る よ うで あ る が 38）
，

こ の 際 注 意 し て お か ね ば

な ら な い こ と は ， 或 る 学 者 の 理 論 に よ っ て ，
コ ル プ ス ・ ク リス チ ァ ヌ ム か ら近

代 的 「
教会 と 国家 の 分離 」

へ と至 る こ と は 不 可 能 で あ る とい う こ とで あ る 。
バ

ル ト も東独 の 牧師 に 宛 て た手 紙 で コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 体制 の 否 定 を主 張 し ， そ

れ を も っ て 東 ドイ ツ の 共 産体 制の 中に 新 し い 形 を も っ て 教会 が 存在す る可能性

を教 え た
S9 ）

。 し か し， 神学 に は ，
コ ル プ ス ・ク リス チ ァ ヌ ム か ら近 代的教会 と

国家 の 分離 を つ く り出す 「力」 は な い
。

（3） コ ン グ リゲー シ ョ ン の 社会 学

　「教会 と国家 の 分離」 （Separation　of 　Church 　and 　State） の 《セ パ レ ー シ ョ

ン 》 と は ， 辞 書 や 六 法 全 書 か ら理 解 され る の で は な く， 歴 史か ら理 解 され ね ば

な らな い
。 そ の 《セ パ レ ー シ ョ ン 》 と は ， 歴史的 に は 「セ パ ラ テ ィ ス ト」 の セ

パ レ
ー

シ ョ ン に 通 じ て い る 。
ロ

ー ジ ャ
ー ・ ウ ィ リア ム ズ が マ サ チ ュ

ー セ ッ ツ の

社会 体 制 の 基礎 を揺 る が す危険な存在 で あ っ た の は ， 彼 の 諸説 が 「 セ パ ラ テ ィ

ス ト」 （分離派） の そ れ で あ っ た こ と に よ る
。

セ パ ラ テ ィ ス ト と は ，
エ リザ ベ

ス
ー 世時代 の ロ バ ー ト ・ ブ ラ ウ ン とそ の

一
派 に 与 え られ た 悪 名で あ る

。 そ れ は

　　 　　 ロ　　　 　 　　　 ■　　 　．　　 　．　 　　　　　 　 の

国教会 か らの 分 離 を 主張 す る 行 き方 で あ る 。 当時 の ピ ュ
ー リ タ ン 主 流は ， そ こ

ま で 踏 み 切 れ な か っ た
。 国教 会 体制 に コ ン フ ォ

ー ム し な い
，

っ ま り ノ ン コ ン フ

ォ
ー ミ ス トで あ っ た が ，

セ パ ラテ ィ ス トで は な い 行 き方 を求 め た 。 そ れ は ピ ュ
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一 リ タ ン の 宗教改革 の 理 念 か ら し て ， そ れ 以外 で あ り え な か っ た 。 そ の 理 念 が

実 現 で き る とす れ ば ， そ れ は ウ ェ ス ト ミ ン ス タ
ー 会 議 と議 会 と に よ っ て 実現 さ

れ る べ き 「改革 され た 英国教 会 」 とい う可 能性 で あ ろ う。
し か し な が ら ， 半 世

紀余 の 苦難 の 中を ，
ピ ュ

ー リ タ ン 運 動 は進 ん で 行か ね ば な ら な か っ た の で あ

り， そ の 経過 に セ パ ラ テ ィ ス ト へ の 傾 き を も つ こ と に な る の で あ る 。
つ ま り，

ブ ラ ウ ニ ス ト と か セ パ ラ テ ィ ス トと い う悪名高 き行 き方 を避 け な が ら も ， 国教

会 か ら の セ パ レ
ー

シ ョ ン とい う こ と は ， そ の 「運 動」 （そ の 「理 念 」 で は な く

て ） に 内在す る 論理 的帰結 で もあ っ た
。 そ の 論理 は

， 歴 史 の 中に展 開 しつ つ
，

近 代 的原 理 と し て の 教 会 と国家 の セ パ レ
ー

シ ョ ン へ と至 る の で あ る
。

　 「パ リ ッ シ ュ 〔地 理 的教 会〕 か ら コ ン グ リ ゲー
シ ョ ン 〔人格的教会〕 へ 」 と

い うテ
ー

マ は ，
1968 年初版 が で た 拙著 『 ピ ュ

ー リ タ ン 』
4°）

に お い て 最初提 示 さ

れ た 。 こ の よ うな 問題 の 重 要性 は ， 当時 の ピ ュ
ー

リ タ ン 研 究 の 世 界 で は ま だ 自

覚 され て い な か っ た 。 そ こ で 述 べ た こ とは ， こ の コ ン グ リ ゲ ー シ ョ ン の 成立 が
，

コ ル プ ス
・ク リ ス チ ア ヌ ム をそ の 基 礎単位 と し て の パ リ ッ シ ュ に お い て 破壊す

る こ と に な る
，
とい うこ とで あ る

。 そ の 頃 ， 英 国 の 教会史家 コ リ ン ソ ン （Patrick

Collinson） の 堅 実 な 研 究 The 　 Elizabethan　 Pzaritα n 　 Mox ，ement ，　 Univ．　 of

California　Press， 1967）が 出版 され た
。

こ の 研究 は
，

ピ ュ
ー リ タ ン 運 動 をパ リ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　　　 　　　 　　．　　 　．　 　 　　

ッ シ ュ の 具体的 状況 の 中 で 観 察 す る と い う 教 会 社 会 学 的 視 点 を も っ て い る 点

で ， 優 れ た も の で あ る 。
コ リ ン ソ ン は

，
エ リザベ ス 時 代 の ピ ュ

ー リ タ ン 運 動 の

中 か ら伝 統 的社 会構造 を揺 る が す よ うな二 つ の 社会現象 を観察 した 。 第
一 は ，

ピ ュ
ー リ タ ン 運 動 は 説 教運 動 と し て 展 開 す る こ と に な る の だ が ， そ の 結果 ピ ュ

ー
リタ ン 説 教 者 の 説教 を聞 きに 各 パ リ ソ シ ュ の 境界 を越 え て 集 ま る い わ ゆ る

「ガ デ ィ ン ゲ 」 （Gadding　 説 教 を 聞 き に 出 か け て 行 くこ と） が 発 生 し た とい

うこ とで ある 。 第二 は ，
ピ ュ

ー リ タ ン 的 エ ク レ シ オ ー
ラ ・ イ ン ・ エ ク レ シ ア と

して の ピ ュ
ー リ タ ン ・ コ ン グ リ ゲ ー

シ ョ ン が 形 成 され 出 し た と い う こ と で あ

る
41）

。
コ リ ン ソ ン は ，

こ の 第二 の 事実 が こ れ ま で の 歴 史家 に よ っ て 注 目 され な

か っ た こ と を指摘 し て い る 。 そ し て こ の 第二 の 事 実 は
， 第

一
の 事実 に ま さ っ て

，

　「伝統 的 な キ リ ス ト教 社 会 の 構 造 を揺 る が す もの 」
42 ）

で あ る と述 べ て い る 。
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　 1977年 トル ミ ー （Murray 　Tolmie）の The 　Triecmph　of 　the　Saints
，
　Cambri．

dge　Univ ．　Press， 1977）カミ出版 され た
。 こ の 研 究 は ，

セ パ ラ テ ィ ス ト 教会 と

そ の 周 辺 状 況 を こ れ ま で 以 上 に 詳細 な観 察 に 附 し ， こ の 方 面 の 暗が り に 光 を投

じ た も の と し て 相 当 の 前進 を与 え た 。 トル ミ
ー

は ，
セ パ ラ テ ィ ス ト教会 と ノ ン

セ パ ラ テ ィ ス ト ・ ピ ュ
ー

リタ ン の コ ン グ リ ゲー
シ ョ ン （そ れ を彼 は 「擬 似 セ パ

ラ テ ィ ス ト」 と呼 ぶ ） と の 間 を 区別 す る こ と に 関心 を も っ て い る が
， 他方 で ，

こ の 両 者 が 国教 会 の 立場 か ら見 る と 「本質的 な違 い は な か っ た 」
43）

こ とを も認
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　
め て い る

。 類型 的 な分 類 か らす れ ば ， トル ミ ー の 見 方 は 妥 当性 を もつ が ， 動態

的 に は ， トル ミー 自身 が認 め て い る よ うに
，

ピ ュ
ー リ タ ン 運 動 が 英国社会 に 醸

成 し て 行 っ た 「 ヴ ォ ラ ン タ リ ズ ム 」 に よ り 「地域 的 な 教 区 とい うキ リス ト教共

同 体 の 結束 は ほ り くず され て い っ た」
44）

とい う動向 ， 社会 的動向， 或 い は 社 会

的 形勢 を重視 せ ね ば な ら な い で あ ろ う。

　1983年 に ノ ・ ン トの The　Puritan　Moment
。
　The （Jbming 　of 　Revolution　in

an 　English　Cbunty （Harvard 　Univ ，　Press）が 出版 され た 。 こ れ は ，
コ リ ン ソ

ン も重 視 し た エ ッ セ ク ス を と り上 げ，
ピ ュ

ー
リタ ニ ズ ム の 地 域研究 とい う視 座

か ら
， そ の 精 密 さに お い て さ らな る 前進 を もた ら し た

。
ハ ン トは 「 ピ ュ

ー リ タ

ニ ズ ム 」 を ， 単 に 個 人 的 な敬 虔 と か 教理 的確信 とか で な く，

「伝統 的文 化 に 対

す る 敵対 」 を意味す る もの
，

つ ま り ，

「社 会 的 に破 壊 的」
45）

な 性格 を も つ 運 動

と見 た
。 そ の よ うに し て エ

ッ セ ク ス が い か に 反国王 と な り， 革命 に お い て 議会

側 に つ くよ うに な る か ， そ こ に 彼 の 書 の 題 「ピ ュ
ー

リタ ン 的契機」 が触 媒 的 な

役 割 を し た か ， そ の 歴 史的 過 程 を記 述 し て い る 。

一
以 上 の よ うな 最近 の 研 究

は
，

「パ リ ッ シ ュ か ら コ ン グ リ ゲー シ ョ ン へ 」 とい う拙 著 の テ
ー ゼ で 言 わ ん と

し て き た こ とを ， 豊 か に し ， 裏 付 け る もの とな っ て い る 。

　 「パ リ ッ シ ュ か ら コ ン グ リゲ ー シ ョ ン へ

」 とい う変動過程 は ， 単 に セ パ ラ テ

ィ ス ト教会 が突 出 的に 発生 し た とい う こ と に よ っ て 動 くも の で は な い
。 も し 初

期 の ブ ラ ウ ン 的 セ パ ラ テ ィ ス ト教会 と
，

ス テ ユ ア
ー

ト朝 の パ リ ッ シ ュ か ら コ ン

グ リ ゲー
シ ョ ン へ の 変動過程 との 問 に 相違 が あ る とす る な ら ば ， 後者は エ リザ

ベ ス 時代 の よ うに は 弾圧 に よ っ て 抑止 で きな く な っ て い る こ と ， そ れ は 容易 に

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教会 と国家の 分離　
一 23 −

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　　 　　 　り　 　 　■　 　　 　　 　　 　 　　 　ロ　 　　 ロ　 　　．　　 　．　 　 　ロ

御 し が た い 　　や が て 革 命 に ま で 至 る
一 社 会 的動 向 ， 社 会 的形 勢 と な っ て い

る こ と で あ ろ う。 中世 的 コ ル プ ス
・ク リ ス チ ア ヌ ム 体制 は ， 教会 を 「ヴ ォ ラ ン

タ リ ・ア ソ シ エ イ シ ョ ン 」 の よ うに 捉 え る 「ヴ ォ ラ ン タ リ ズ ム 」 に よ っ て 崩 さ

れ 出 し て 行 く。 そ れ は 近 代化 の 中に 動 く 「自由化 」 の 動向の
一

社会現象 で あ る

と言 え よ う。 た し か に
，

ニ ュ
ー イ ン グ ラ ン ドに お い て コ ッ トン と ウィ リア ム ズ

との 間 に 明 らか で あ っ た よ うに
， 依然 と し て セ パ ラ テ ィ ス ト と ノ ン セ パ ラ テ ィ

ス ト との 区別 は相互 に 意識 され て い る 。 しか し ， そ れ を取 り巻 く社会 的形勢 は ，

セ パ ラ テ ィ ス トの 方 向 へ と傾斜 す る 。 トル ミ ー は ， こ の 社 会 的形 勢 を 「事実上

の セ パ レ
ー

シ ョ ン 」 と し て 認 め て い る 。

「こ の よ うに して イ ギ リス を 去 っ た も

の た ち は 原 理 と し て の 分 離 主 義 の 拒 否 を声高 に 主張 し た け れ ど も ， 亡 命 と移 住

もま た分離 に は ち が い な か っ た
。 そ れ は 国教会 の 教 区教会や 主教 の 管轄権 か ら

の 撤 退 だ っ た の で あ る 。 ．
こ の 多様 な 事 実 上 の 分 離 が 分 離 主義 の 焦 点 を く も らせ

た 」
46）

。 教派史的に は そ れ ら相 互 の 違 い が 重要で あ ろ うが ， 社会 学的 に は む し

ろ ， 国教 会 当局者 が そ れ ら をす べ て 伝 統 的体制 を切 り崩す 危 険要素 とみ な し た

よ うに
，

「パ リ ッ シ ュ か ら コ ン グ リ ゲー シ ョ ン へ
」 と い う動 向 ，

「
コ ル プ ス ・ク

リ ス チ ア ヌ ム か ら教 会 と国家 の 分離 へ 」 と い う動 向 が重要 な の で あ る
。 た し か

に リ チ ャ
ー ド ・バ ク ス タ ー の よ う に

， 自分 の パ リ ッ シ ュ （キ ダ ー
ミ ン ス タ ー ）

を改革す る こ と に 成功 を 収 め た ピ ュ
ー リタ ン 牧師 もい た

。
し か し

，
マ ク ロ 的 に

見れ ば ， 英 国 国教 会 体 制 に 構 造 的 な 変 化 を もた らす 「ヴ ォ ラ ン タ リ ズ ム 」 の 動

向が問題 とな る 。 ウ ィ リァ ム ズ は ，
パ リ ッ シ ュ の 牧師た ち が そ こ で の 奉仕 か ら

訣別 す る こ と な し に
，

ニ ュ
ー

イ ン グ ラ ン ドの 教 会 の 説教者 に な る こ と を否 定 し

た 。 そ の 否定 に 含蓄 され て い る 「違 い 」 は ，
ピ ュ

ー リタ ン 運動 が さ ま ざ ま な分

流 を な して 流れ て 行 く中で ， 川 底 の 傾斜 を先 導 す る に も似 た 小 さ な流れ が 先に

行 くよ うな 光景 で あ る 。

　 こ の 社会構造的変化 を， マ ッ ク ス ・ ヴ ェ
ー バ ー は す で に ，

「プ ロ テ ス タ ン テ

ィ ズ ム の 教派 と資本 主義の 精神」 （Max 　Weber ，
　Die　protestantischen 　 Sekten

und 　der　Geist　des　Kapitalismus ，
　in： Gesammelte　 Aufsat2e　 2ur 　 Religions−

soxiologie ，
　Bd ．1

，
　Ttibingen

，
1920） で ， 社会 学的 に 明確 に 捉 え ， 次の よ うに
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述べ て い る 。

　 　 　 　 　 　 　 キ　 ル 　へ

　 「 じ っ さい
， 《教会》 は ，

ち ょ う ど信託遺贈財団 の 管理 人 の よ う に
， 宗教上

　の 救 い の た ま もの を管理 す る恩 恵の 機 関 な の で あ る 。 教 会 へ の 所 属 は （概念

　の 上 で は ）義務 的 で あ り ， し た が っ て 会 員 の 特 質 を証 明す る も の で は な い 。

　 とこ ろ が 《ゼ ク テ 》 は （概念 の 上 で は ）宗教上 ・ 倫理 上の 有資格者だ け に 加

　入 を許 す 自発的 な 団体 で あ る 。 ひ とが 自由意志 に も と づ き信仰 を証 明 し て 迎

　 え られ る と き ， ひ と は 自由意志 に よ り団体 の 成員 とな る 」
47）

。

　 こ の よ うに ， ヴ ェ
ー バ ー は ， ア メ リ カ に お け る 「教会 と国家 の 分離 」 に 注 目

し， そ の 社会 学的構 造 を洞察 し た 。

　 「コ ン グ リ ゲー シ ョ ン 」 を教 派 と し て の コ ン グ リゲー
シ ョ ナ リ ズ ム とは 区別

　 　 お

し て 置 か ね ば な らな い
。

パ リ ッ シ ュ と し て の 教 会 の 中か ら コ ン グ リゲー
シ ョ ン

と し て の 教 会 が 発生 す る 過 程 は
，

ミ ク ロ 的 な 視点 に お け る 中世か ら近 代 へ の 社

会 変動 な の で あ る 。 近 代の 憲法原 理 と し て の 厂教会 と国家 の 分離 」 と は ， ヴ ェ

ー バ ー が 洞 察 し た通 り ， こ の コ ン グ リゲ ー シ ョ ン と し て の 教会 の 発生 に よ っ て

決定 的に 条件 づ け られ て い る 。

「教会 と国家 の 分離」 に お け る 「教会」 とは ，

パ リ ッ シ ュ と し て の 教 会 で は な く，
コ ン グ リゲ ー シ ョ ン と し て の 教会 で あ る 。

し た が っ て ，

「教会 と国家 の 分離 」 と い う近 代憲法 の 原 理 を 受 け入 れ た 揚 合 ，

ど の 宗教団体 も，
ピ ュ

ー リ タ ン 的 コ ン グ リゲー
シ ョ ン の 形態 を強 い られ る こ と

に な る の で あ る 。

　 わ れ わ れ は ， 上 に 引 用 し た コ リ ン ソ ン や トル ミ ー や ハ ン トの 歴 史研 究 を受 け

継 ぎ ， そ れ を ヴ ェ
ー バ ー や ト レ ル チ の よ うな社 会学 的 な視 点 か ら総 括 し て み る

こ と と し た い
。 そ の こ とに よ っ て

， 自由の 伝統 を織 りな す縦 糸 （信教 の 自由）

と横 糸 （教 会 と国 家 の 分 離） の と りわ け後者の 社会学的性格 を認識す る こ とが

可 能 とな る で あ ろ う。

　 トル ミ
ー は ， ク リス トフ ァ

ー ・ ヒ ル が ピ ュ
ー リ タ ン の 「聖 書 レ ク チ ュ ア ラ

ー
」

を維 持 す る た め の 献金 の よ うな 「経済的 な現実 が… …1640年以前 に 多 くの 教 区

の 中 に
一

種 の 事実上 の ヴ ォ ラ ン タ リ ズ ム を創 造 し つ つ あ っ た 」 とい う説 ， あ る

い は ウィ リ ア ム ・ ハ
ー

ラ
ー が 「聖書 レ ク チ ュ ァ ラ ー を雇 うた め に 結集 し た ピ ュ
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一 リ タ ン の 群 は い つ で も ， そ の 説 教す る 聖職者 を 中心 と し て
， 彼 の 確固 と し た 人

格 的 な信奉者 に 会 員 を お の ず か ら限 定 し た 《会衆教会》 と な る傾 向 が あ っ た 」

とい う説 に 対 し て
，

「そ の よ うな会衆教会 の 例 は ひ と つ も知 られ て い な い 」 と

否 定 的 に 判断 し て い る が
48）

， こ の 判 断 は 議 論 の 余地 が あ る 。 こ れ は 勝 れ て 歴 史

研究 の 課題 で あ る の で
， 別 の 機 会 に 取 り扱 うこ と と し た い

。 し か し ， 重要 な こ

とは 動 態 的 に 見 れ ば （トル ミ ー は 形 態 的 に 類型 化 し て 「 セ パ ラ テ ィ ス ト」，

「セ

ミ ・ セ パ ラ テ ィ ス ト」，

「ク ア ジ ・ セ パ ラ テ ィ ス ト」 と分 け て い る ） そ の 中 に 共

通 し て 《ヴ ォ ラ ン タ リ ズ ム 》 が教会 形 成原理 と し て 貫 い て お り
一

そ れ は 契約

理 論 と言 い 直 し て も よ い 一 そ し て そ れ が ， コ ル プ ス ・ ク リス チ ア ヌ ム 的 オ

ル ガ ニ ソ ク な 教会 理 解 をそ の 基本 か ら切 り崩 し て い く こ と に な る の で あ る
。

そ

し て 結 局 は ，
セ パ ラ テ ィ ス トの 主 張 が 「教会 と国 家 の 分 離 」 とい う 「セ パ レ

ー

シ ョ ン 」 をつ く り出 し ， そ し て そ れ が 制度化 す る の で あ る 。

　 た とえ ば ， こ の よ うな 変化 の 基 本 的 性格 は ， メ イ フ ラ ワ
ー

号 で プ リマ ス に 移

住 し た ピ ル グ リム ・フ ァ ザ ー ズ の コ ン グ リ ゲー
シ ョ ン に 見 る こ とが で き る 。 メ

イ フ ラ ワ
ー の コ ン グ リ ゲー

シ ョ ン は ， 元 来英 国 ノ ッ テ ィ ン ガ ム シ ャ
ー の ス ク ル

ー ビ ィ の 郵 便 局長 ブ ル
ー

ス タ ー の 家 で 集会 して い た 。 そ こ に 牧師 ロ ビ ン ソ ン が

迎 え られ た 。 そ の 歴 史 は ， ブ ラ ドフ ォ
ー ドの 『プ リ マ ス 植 民地 の 歴 史 』 に 記 さ

れ て い る
。

プ ラ ドフ ォ
ー ドの こ の

「歴 史 』 に お い て 注 目す べ き こ と は ， そ の 先

蹤 を メ ア リ の 迫害 を 逃 れ て フ ラ ン ク フ ル トや バ ー ゼ ル や ジ ュ ネ ー ヴ に 逃 れ た 英

国 の プ ロ テ ス タ ン トの 人 々 の 「 コ ン グ リゲ ー
シ ョ ン 」 か ら説 き起 こ し て い る こ

と で あ る 。 移 住 の 経験 がそ こ に 無視 で き な い 役割 を果 た し た こ と が 伺 い 知 ら れ

る 。 そ の 移 住 に お け る コ ン グ リ ゲ ー シ ョ ン の 形 成 と は ， 英 国 に お け る 高位聖 職

者 が そ の 権力 を行使 し て 人 間 的 な 要素 を取 り入 れ た 礼 拝様式 を良心 に 強 制 し た

こ と に 反 対 し た 信 仰告 白者 た ち （professors ） が ， こ の 「反 キ リ ス ト 的束縛の

軛 」 を払 い の け ， そ し て 「主 の 自由 な る 民 と し て （主 と の 契 約 に よ っ て ） 福 音

の 交 わ りに お い て 主 の 道 を こ と ご と く歩 む べ くひ とつ の 教会 の 状態 へ と互 い に

結 ばれ た 」
49）

と い う教 会 の 自覚 で あ る
。

こ の よ うな 「教 会 」 は ま さ に 「 コ ン グ

リ ゲ ー シ ョ ン 」 と し て の 教 会 で あ っ て
， 伝統 的 な パ リ ッ シ ュ と し て の 教会 で は
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な い
。 そ の 結集原理 が 「契約」 で あ る こ と も注 目す べ き こ とで あ る 。 しか し，

こ こ で わ れ わ れ は ， そ れ を今初期 の セ パ ラ テ ィ ス トと
一

事例 と し て で は な く，

そ こ か ら ヴ ェ
ー バ ー の い わ ゆ る 「理 想型 」 を構成 し

， そ の 社会学的論理 構造 を

分 析 す る こ と と し た い
。

な ぜ な らば ，
ピ ュ

ー リ タ ン 的諸教 派 の 教 派 的差 異 よ り

も ， こ の ピ ュ
ー リ タ ン 運 動 の 中か ら出 て き た 「教 会 と国家 の 分離 」 と い うい わ

ば セ パ ラ テ ィ ス ト的 「 セ パ レ
ー

シ ョ ン 」 原理 が 重要 だ か らで あ る 。 自由教会的

体制 は ， こ の 理 想 型 の 理 解 に よ っ て 導 か れ る こ と に な る 。

　 コ ン グ リ ゲ ー シ ョ ン の 成立 に よ る コ ル プ ス ・ ク リ ス チ ァ ヌ ム の 分解 と 「教 会

と国家 の 分 離」 の 成 立 は
， 模 型 的 に 第

一
図 の よ うに 示 す こ と が で き よ う。

（第 一
図 ）

congregat1 （m

教会 、＿
／ 鯊亂竺

ム

師 營薪 会 ∵
〈separation 　of 　church 　and 　state ＞

　ア ン グ リ カ ン ・パ リ ッ シ ュ の 中 に ピ ュ
ー リ タ ン ・ コ ン グ リゲ ー

シ ョ ン が形 成

され る の は
， 第二 図 の よ うな こ とで あ る。

（第 二 図 　　 グ ゲ

ピ

教会

　 　 　

　  地 理 的教 会 （パ リ ッ シ ュ ） か ら人格 的教会 （コ ン グ リ ゲ
ー

シ ョ ン ） ヘ

パ リ ッ シ ュ とは ，
パ リ ッ シ ュ 教 会 堂 の 鐘 の 音 が 響 きわ た る 範囲 で あ り ， そ の
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よ うな 仕方 で
，

パ リ ッ シ ュ 教 会 の 司 祭 は ， 教 区 民 を牧 会 す る 。 移動 の な い 静 的

社 会 で は ，
パ リ ッ シ ュ の 住 民 は ， 幼児洗礼 に よ っ て 教会 に 所 属 す る

。
つ ま りゆ

りか ご か ら墓 場 ま で ， 教 会 の 牧会 的配 慮統制の も と に 置 か れ る 。 宗教 改革後 聖

書 の 翻訳 が起 こ り， そ れ 故 ロ ー ジ ャ
ー ・ウ ィ リァ ム ズ が言 っ た よ うに ， 英国 の

各家庭 に は 聖書 が普 及 し ， そ し て 聖 書 の 解 明 が 関 心 の 的 と な っ た 。 そ こ に レ ク

チ ャ ラ
ー と呼 ばれ る ピ ュ

ー リ タ ン 聖 職者 が
， 聖 書 の 講義 を 行 う。 そ こ に 人 々 が

集 ま る 。 パ リ ッ シ ュ 教 会 で 国 教 会 の 礼 拝 を守 る が ，
パ リ ッ シ ュ の 中の 有力者 の

大 き な家 で 開 か れ る 聖書 の 講義 に
， 熱 心 な ピ ュ

ー リ タ ン 信者 が集 ま る 。 そ れ が

成 長 し ， 確 立 され て ， ピ ュ
ー

リタ ン
・ コ ン グ リ ゲ ー

シ ョ ン と な っ て 行 く。 ガ デ

ィ ン グ とい う精神的 な性 質 を帯 び た パ リ ッ シ ュ 外 へ の 移 動 が 起 こ る
。 そ れ は や

が て 信仰 の 自由 を求 め て の 国外 へ の 移 住 と な る 。

　　   制度 的 プ リ
ー

ス ト （司 祭） か ら実 力 的 プ リ
ー

チ ャ
ー （説 教 者） へ

　国教会 の パ リ ッ シ ュ 教会 の 聖職者 は ， 司 祭 と し て 聖餐式 な ど儀式 を司 る 。 説

教 は あ ま り重 ん じ られ な い
。 し か し ，

ピ ュ
ー リ タ ン の 牧 師 は ， 国教会 の 司 祭 と

し て 聖職禄 を受 け る こ とが で き な い
。 そ こ で ピ ュ

ー リタ ン 説 教者は ， 彼 らの 周

りに集 ま る 人 々 に 聖書 の 講 解 の 威 力 に よ っ て 影響 を与 え ， そ の 中 で 経済的 に も

生 き て 行 か ね ば な ら な い
。 聖職者 の 権 威 は ， 体 制 的権威 で は な く ， 実 力 的 権威

と な る 。

　　   習 俗的客体的宗教 か ら回心 的主 体的信仰 ヘ

　 パ リ ッ シ ュ に お い て は ， 宗 教 と は 主体 的信 仰 で あ る よ り は ， 土 着 の 習俗 と な

っ て い る 。 暦 は祝祭 日で 埋 ま っ て お り， そ れ に 従 っ た 習俗儀礼 と し て の 宗教 と

な っ て い る 。 し か し ，
ピ ュ

ー リ タ ン ・ コ ン グ リゲ ー シ ョ ン に お い て は ， 聖書 の

言 葉 を霊 的感 動 を も っ て 聞 き ， そ れ に よ っ て 回 心 し ， 新 し い 生 き 方 へ と向 か う

倫 理 的 な 宗教 とな る 。 そ こ で お の ず と ピ ュ
ー

リタ ン 宗教 は ，

「生活 の 改 革」

（reformation 　of 　life） と な る 。 宗 教 は ， 客 体 的 で は な く， 主体的 な ， 内面 的な

事柄 とな る 。 信仰 とは 「良心 」 の 事柄 で あ る 。 そ こ で 信教 の 自由 とは 良心 の 自

由 と い うこ とに な る 。

　　   地縁的連帯 か ら契約的結束 へ
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　 ピ ュ
ー

リタ ン 説 教 者 が ， 単 な る 知的 な 聖書講義 で は な く， そ こ に 聖 書 に 従 っ

た 「生 活 の 改革」 が 起 こ る な ら ば ， そ れ は 聖書 的 な 「契約 」 思想 に よ っ て ，
コ

ン グ リ ゲー シ ョ ン の 約束 を強化 す る こ と に な っ て 行 く。 こ の 契約 的結束 は デ ィ

シ プ リ ン の 強化 に よ っ て もた ら され る 。 ピ ュ
ー

リタ ン は デ ィ シ プ リナ リア ン と

呼 ば れ る 。 こ の 契約 的結 束 に よ っ て
，

メ イ フ ラ ワ ー の コ ン グ リ ゲー
シ ョ ン の よ

うに
， 迫害 を逃れ て ，

パ リ ッ シ ュ か ら脱 出 す る こ と も可 能 とな る 。 土 地 お よび

土 地 に結 び つ い た もの は 移 動 で き な い よ うに
，

パ リ ッ シ ュ 的 宗教 は 移 住不 可 能

で あ る 。 し か し 主体的信仰 と し て の 宗教 は ，
つ ま り 「ポ ー タ ブル 」 と な り， 英

国 か ら オ ラ ン ダ，
オ ラ ン ダか らア メ リ カ へ と持 っ て 行 くこ とが で き る もの と な

る
。 契約 は ，

コ ン グ リ ゲー
シ ョ ン が教 会 と し て 自己 主 張 す る と き ， そ の 構造原

理 と な る 。

　　  農業的保守性 か ら手 工 業的 進 歩性 へ

　農民 は ， 土 地 と結 び っ い て い る の で
， 移 住 は で き な い

。 メ イ フ ラ ワ
ー の 人 々

は ，
ブ ラ ドフ ォ

ー ドの 『歴史』 に よれ ば
， 主 に農民 で あ っ た よ うだ が

， オ ラ ン

ダで 商業や 工 業 を学 ぶ こ と に な る 。 商 業 や 工 業 は ， 自然 に よ っ て 決 定 され て い

る 農 業 で は な く， 自由 な企 業 で あ る 故 に
， 知 的 に も閉鎖的退 嬰 的 で な くお の ず

か ら進歩的 な もの に 開か れ て ， 宗教改革 の よ うな 国際 的 な 動 き に も 敏感 に な

る 。 そ こ で
，

ピ ュ
ー リ タ ン 説 教者 を招 き ， あ る い は そ の 集 会 に 集 ま る 者 は ， お

の ず か ら積 極 的 な 人 間， 進取 の 気象 に 富 ん だ 人 間 （ピ ュ
ー

リタ ン は
‘

willing

people
’

と呼ば れ た ）
一

そ の 経 済 的基 盤 か らす れ ば ， ジ ェ ン トル マ ン と か ヨ

ー
マ ン とか 商業階級 な ど ， 経済 的 に あ る 自由 を も つ 者 た ち一 と な り， そ し

て
， そ の 特 質が ピ ュ

ー
リ タ ン 説 教 に よ っ て

一
層 活 性 化 され る こ と に な る

。 過渡

的 に は さ ま ざ ま な経 過 を経 な が ら ， こ う し て ピ ュ
ー

リタ ニ ズ ム は
， ヴ ェ

ー バ ー

が 見 る よ うな近代資本 主義 との 結 び つ き を もつ よ うに な る 。

　　  教会税 （tythe ）か ら 自由献金 ヘ

　 ピ ュ
ー

リタ ン 説 教者は ， 国教 会 の 聖職禄 を受 け られ な い か ら， 必 然的 に 経済

的 に も こ の コ ン グ リゲー シ ョ ン の 中で 生 活 せ ね ば な らな い
。 自発的 な 自由献金

が そ れ を可能 に す る 。 自由献金 は ， 教会税 が国教会 の 経済的結合点 で あ る の に
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対 し て ，

「教会 と国家 の 分 離」 の 経済 的基盤 で あ る 。 こ れ は ， そ こ に 集 る 人 々

の 経済的基 礎 な し に は 可 能 で は ない
。 そ れ は ピ ュ

ー リ タ ン の 聖書講義 に集 ま る

人 々 の 「自由」 と相関的 で あ る 。
つ ま り， 経済 的 な 自由 な し に は そ れ は 可能 で

は な い
。

ピ ュ
ー リ タ ニ ズ ム と資本主 義 と の 関係 は ， こ の 自由献金 の 背景 で も あ

る 。 そ し て こ れ が ま た
， 教会の 国家 か らの 自立 ， 自由 の 経 済的 基 礎 と もな る の

で あ る
。

　 以上 は
，

ピ ュ
ー

リタ ン ・コ ン グ リゲ ー
シ ョ ン の 理 想型 の 社会構 造 の 分 析 で あ

っ て ， 歴 史 の 中に こ の 完全 な事 実 が 存在 す る とい う こ と は で き ない
。 具体的 な

事実 は ， こ れ らの す べ て を 具備 し て い る と い うよ りは ， そ の 部分 的 な あ ら わ れ

あ る い は 歪 ん だ あ ら わ れ で あ る場 合 が 多い
。 し か し ， も し わ れ われ が 「教 会 と

国家 の 分離」 と い うこ とを考 え る 場 合 ， そ の 「教 会 J とは
，

こ の よ うな性格 を

も つ と言 わ ね ば な ら ない 。 日本 に お い て も ， 新憲法 の 「教会 と国家の 分離」 の

原理 の 上 に 立 つ 諸 宗教団体一 神道 で あ れ 仏教 で あれ
一

は ， そ の 宗教性 を こ

の よ うな ピ ュ
ー リタ ン 的 宗教 性 へ と転換す る こ とな し に

， 宗教 と し て よ く生 き

る こ と は で き な くな る で あ ろ う。

　そ れ の み な らず ， こ の 分離 に よ っ て ， 教 会 は ， そ れ 自身 の モ デ ル に 従 っ て
，

国 家 を も変 貌 させ る こ と に な る
。 そ れ は メ イ フ ラ ワ

ー 契約 に よ る 国家 の 設 立 で

あ る
。 国家 もま た ， 教 会 と同様 に

， 契約的 な構築物 と な る の で あ る
。

こ の 事実

に ヴ ェ
ー バ ー も着 目 し た 。 ヴ ェ

ー バ ー は
， そ れ を 「 キ ル へ

」 と 「ゼ ク テ 」 と言

い 表 し た が
， わ れ わ れ は

，

「ゼ ク テ 」 よ りも 「 コ ン グ リ ゲー
シ ョ ン 」 と い う概

念 を用 い た 。 し か し ， ヴ ェ
ー バ ー が 「恩 寵 の 機 関 」 と して の 「キ ル へ 」 と信 仰

者 の ヴ ォ ラ ン タ リ ・ア ソ シ エ イ シ ョ ン と して の 「ゼ ク テ 」 の 「二 つ の 構造原理

の 違 い j に お い て 「教 会 と 国家 の 分 離」 の 成 立 を社会 学 的 に 観察 し て い る こ と

は
5°）

， 依 然 と し て 妥当性 が あ り ， わ れ わ れ の 見方 と一
致 し て い る 。

「教会 と国

家の 分離 」 とい う近代憲法原 理 は
， 信教 の 自由 （日本 国憲法第 20条）， 公 金支

出制限 （第89条） の 成 立 の 社会 的場 の 規 定 で あ る 。

IV． 終章 一
神学的老察
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　こ の 「 コ ル プ ス ・ク リ ス チ ァ ヌ ム 」 か ら 「教会 と国家 の 分離 」
へ の 変動 は ，

も し神学 が バ ル トの 言 うよ うな 「教会 の 学」 で あ る な らば ， ま さに そ の 教会基

盤 の 変 化 で あ っ て ， そ れ は 神 学 に と っ て い わ ゆ る そ の ＜Sitz　im　Leben＞ の 変

化 と し て 理解 され ね ば な ら な い
。 も し神学 が抽象的 な学問 で な い 限 り，

こ の 変

化 の 事実 は 極 め て 重要 な 意味 を もつ もの で あ る
。

こ の 違 っ た教 会基 盤 な る もの

を ， そ の 基 盤 の 上 に あ る 神 学 は 真 剣 に 自覚せ ね ば な ら な い は ず で あ る
。 日本 の

神学 は ， こ の 場 の 違 い を顧慮す る こ と な く， 神学を ヨ
ー

ロ ッ パ か ら無 自覚 に 輸

入 し て き た き らい が あ る 。 こ の 奇 妙 な事 態 は克 服 され ね ば な らな い
。 も し 日本

の 神学 が こ の ＜Sitz　im　Leben ＞ に 立 つ な らば ， そ れ は 始 め て 戦後 日本 を 場 と

す る 神学 とな る基 礎 を もつ こ と に な る で あ ろ う。 神学 は よ く言 わ れ た土 着 とい

うこ とよ り も，
こ の 教会基盤 に 立 つ こ と が 必 要 な こ とで あ ろ う。 そ の 場合 ， そ

の 神学 は ， 勝 れ て （バ ル トが ア メ リ カ の 神学 に 求 め た と い う言 葉 を借 りる な ら

ば）「自由 の 神学」 とい う性 格 を とる こ と に な る と 思 う。 そ の 「自由」 とは ，

観念的 な もの で は な く，

「自由の 伝統」 を 受 け継 ぐ教会 的場 の 性格 で あ り， 従

っ て 自由の 神 学 とは ， そ の 「揚 の 論理 」 と な る で あ ろ う。 そ の 場 は ， 歴 史的視

点 か ら捉 え 直 せ ば ，

「中間時 」 で あ る
。 自由の 神学 は ， 中間 時 の 神学 と な る で

あ ろ う。 そ の よ う な も の と し て そ れ は 近 代 世界 と真向か ら取 り組 む 「歴 史 の 神

学」 と な っ て い くの で あ る 。
バ ル トの 求 め た もの が 何 か は 不 明 だ が ， す で に こ

の 「自由 の 伝 統 」 に 立 脚 し た 「自由 の 神学 」 の モ デ ル と し て ， フ ォ ー サ イ ス
51）

と ラ イ ン ホ ー ル ド ・ ニ ー バ ー 52 ）
の 神学が 存在 して い る こ と を ， わ れ わ れ は 知 っ

て い る 。

　 こ の 場 に立 つ と き，
こ れ ま で コ ル プ ス ・ク リス チ ァ ヌ ム を 〈Sitz　im 　Leben ＞

と し て 企 て られ た神学 は ， そ の 拠点か ら再 構築 され ね ば な らな い で あ ろ う。 こ

こ で そ の こ とに つ い て 述 べ る こ とは で き な い
。 た だ 次 の

一
点 だ け を と り上 げ て

本論文 を終 り と し た い
。 そ れ は ，

「宗教寛容」 が神学的 に ど う成 り立 つ か と い

う問 題 で あ る
。

　上 に 述べ た コ ッ トン と ウ ィ リア ム ズ との 論争 で
， ウ ィ リァ ム ズ は

， 自分 は 立

派 な信仰 に 立 っ て い る とい う暗黙裡 の 前提 が あ る 。 ミ ラ
ー が言 うよ う に

， そ れ
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は ， 敬 虔 の 欠 如 か らで な く，

「熱心 の 横溢 か ら」 主 張 され た ト レ レ ー
シ ョ ン で

あ る
。 果 し て そ の よ うな こ とが 可 能 で あ ろ うか 。 法 学者ハ ン ス ・ ケ ル ゼ ン は ，

「他 の 宗教 ， す な わ ち別 の 神 ・別 の 価値 ・別 の 真理 へ の 信仰 が 排斥 され る べ き

で な く， む し ろ
， 寛 大 に 取 り扱 わ れ る べ き こ と を認 め る よ うな宗教的信仰 な ど

とい うの は
， 言 葉 の 矛 盾 に 他 な らな い 」

53）
と論 じ

， ラ イ ン ホ ー
ル ド ・ニ

ー バ ー

の 「相 対 主 義 神 学」 は 「 こ の よ うな 矛 盾 の 上 に 基礎 を お く も の 」
SD

と判 断 す

る 。 最後 に は
，

厂真 の 宗教 」 が 埋 め る べ き と こ ろ が空 白状態 とな っ て そ こ に ナ

チ の よ うな 擬 似絶対 主義 が 入 り込 ん だ ， ラ イ ン ホ ー
ル ド ・ ニ ー バ ー の 言 う相 対

主 義 神 学 が そ の こ とに責任 が あ る とま で 言 う 。 そ の 場 合 「真 の 宗教 」 と は相 対

主義 を許 さな い もの と考 え られ て い る 。
こ の ケ ル ゼ ン の 問題 提起 が こ こ で と り

上 げ られ ね ば な ら な い こ と で あ る 。

　 こ こ に 伏在 し て い る 問題 と は ， 信 仰 に お け る 絶対的 な も の と相対 的 な もの と

の 関 係 で あ る 。 ケ ル ゼ ン に 欠 如 し て い る の は ， こ の 点 の 理 解 で あ る 。 ラ イ ン ホ

ー
ル ド ・ニ

ー バ ー
は ， そ の 理 解 を イ ス ラ エ ル の 預言 者 の 思 想 か ら取 り出 し た 。

預 言 者 ア モ ス は ， イ ス ラ エ ル を世界 史 の 中 の 諸民 族 と同列 に お い て ， 神 の 審判

の 光 の 下 に 見 た
。

「イ ス ラ エ ル の 子 ら よ
， あ な た が た は わ た し に と っ て ，

エ チ

オ ピ ァ び と の よ うで は な い か 。 わ た し は イ ス ラ エ ル を エ ジ プ トの 国 か ら ，
ペ リ

シ テ 人 を キ ル か ら導 き上 っ た で は な い か 」 （ア モ ス 9 ：7）。 わ れ わ れ は こ こ に ，

信 仰 に た つ 独 特 な 相 対 主義 の 視 野 を見 て きた 。 そ し て わ れ わ れ は ，
こ れ を 「神

学的相対 主義 」 と名付 け た
。

こ れ は
，

ミ ル ト ン や ウ ィ リァ ム ズ か ら ラ イ ン ホ ー

ル ド ・ ニ ー バ ー に 至 る思 惟 の 線 を受 け継 い だ そ の 展 開 で あ る 。
し か しわ れ わ れ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ　　　　　　　コ

は ， 神学 的相対 主義 が
， 根 本 的 に 神 学 的 な 可 能性 で あ り ，

っ ま り ， そ れ は あ の

ア モ ス と い うイ ス ラ エ ル の 預 言者の 「信仰」 の 論理 で あ る とい う こ と を重 視す

る の で あ る 。 そ の イ ス ラ エ ル 的 な 「神」 と の 生 き た 「信 仰 」 の 結 び つ き （預 言

者的信 仰 ） な し に
，

あ の ア モ ス の 視野 は 開 け な い
。 ア モ ス の 視野 は， あ た か も

「信仰」 とい う命綱 に 支 え られ て 見 る こ とが で きた相 対 的世 界 で あ る 。 そ の 中

で 神 の 選 民 と して の イ ス ラ エ ル も相 対 化 され て い る 。 し か し ， そ れ は イ ス ラ エ

ル 的信 仰 の 中で の こ と で あ る
。 ウィ リ ァ ム ズ の ト レ レ

ー
シ ョ ン は ，

こ の 神学的
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相対主 義 に よ っ て 捉 え 直 され る で あ ろ う。 神学的相対主義は
，

ト レ レ
ー

シ ョ ン

の 状況 ， 教会 と国家 の 分離 に お け る 教会基盤 を踏 ま え た 神学 の 思惟様式 を規定

す る こ と に な る で あ ろ う。

　 こ の 「命綱」 を切 る よ うな 「自由」 が許 され る だ ろ うか 。 そ れ は ウィ リァ ム

ズ の 「信仰」 を破 壊 す る よ うな 「自由」 は あ る だ ろ うか とい う問 い で もあ る 。 ト

レ レ
ー

シ ョ ン と い うの は ，

一 種 の 文 化 的 ゲ シ ュ タ ル トを も っ て い て
， そ れ は 一

個 の 歴 史 的 に 形成 さ れ た 文 化 価値物 な の で あ る 。 だ か らそ れ を破壊 す る も の に

対 し て は 「自由」 を守 る こ とが 求 め られ る の で あ る
。 そ れ を破壊す る よ う な

「 自由」 は 否定 され る 。 歴史 の 神学 は そ の 歴 史 的 に 形成 され た 文 化価値物 の 全

貌 を見 極 め る 。 そ の こ とに よ っ て ， 自由 の 伝統 が 擁護 され る べ き もの と し て 受

け と め られ る の で あ る 。 そ の 視点 か ら見 て コ ッ トン と ウ ィ リァ ム ズ の 議論 は ，

同 じ ピ ュ
ー リ タ ン の 伝統 の 中の こ と で あ っ て

，
た とい 歴 史 の 動向は ウ ィ リ ァ ム

ズ の 方 向 に あ る にせ よ
，

こ の 議論 の 緊張 関係 は 自由の 伝統 の ゲ シ ュ タ ル トを作

る も の で あ り， そ れ が ウ ィ リ ア ム ズ の 主 張 を 意味 あ ら し め る 文脈 と な る の で あ

る 。 も し トレ レ
ー

シ ョ ン が そ の よ う な文化的 ゲ シ ュ タ ル ト を もつ もの で あ る な

らば ， わ れ わ れ は 自由 の 伝 統 の 理 解 と継 承 に 一 定 の 導 き を もつ こ とに な る は ず

で あ る。 そ こ で 神学的相対主義 に 基礎 づ け られ た 「文 化価値 の 倫 理 学 」 が 要請

され る の で あ る
。

　神学的相 対 主義 は ， 単 に す べ て を相対 化 す る こ とに と どま る の で は な く， そ

の 相 対 性 に お け る 諸 文化 価値 の 高 低 を も識 別 す る こ と を可 能 に す る認 識枠組 で

あ る 。 良心 の 自由 の 「 自由」 とは
， 文 化価値 の 倫理 学 の 観点か ら言 え ば ， そ れ

は ピ ュ
ー リ タ ン 的 な 文化 価値 で あ っ て

， ウ ィ リ ア ム ズ の 「信仰 」 が ト レ レ ー
シ

ョ ン を維 持 す る の で あ る 。 そ の 信 仰 は ， トレ レ
ー

シ ョ ン を成 り立 た せ る い わ ば

命綱 の よ うな も の で あ っ て
， そ の 命綱 を切 る な らば ， ト レ レ ー

シ ョ ン は 無 性格

な もの と な り ， 糸 の 切 れ た 凧 の よ うに 舞 い 上 が る か ， 墜 落す る こ と に な る で あ

ろ う。 こ の 意味 で ， ト レ レ ー シ ョ ン を啓蒙主義 で 捉 え て は ， こ の ウ ィ リァ ム ズ

の 思 想 は 平 板化 され る こ とに な る 。 ア メ リ カ 合衆国憲法修 正 第
一

条 は
， ウィ リ

ァ ム ズ か ら理 解 され る べ きで あ る
。 啓蒙 主義 は ， ウ ィ リア ム ズ の 信仰 つ ま りそ
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の 「命綱」 を 見 る こ とな し に
， ト レ レ

ー
シ ョ ン を い う 。 そ れ は 自由 の 伝統 に お

け る 垂 直 次 元 の 「 ト ラ ン ケ ー シ ョ ン 」 （頂 点切除） で あ る 。 ウ ィ リ ァ ム ズ は 16

55年 の プ ロ ヴィ デ ン ス へ の 手 紙 で
55）

， 自由を成 り立 た せ る 社会 をい ろ い ろ な 宗

教 を信 じ て い る 人 々 が 乗 り組 ん で い る 船 に た と え ， そ の 船 が 沈 没す る こ と の な

い よ うに す る こ と を教 え ， 信教 の 自由が 「無制 限 」 （infinite） な もの と 誤 解 さ

れ て そ れ が 自由を支 え る 社 会秩 序 を破 壊 す る も の と な っ て は な ら な い と 戒 め

た 。 こ こ で コ ッ ト ン との 緊張関係は 少 し く緩和 され る の で は な い か 。 自由 の 伝

統 の 「自由」 とは 特定 の 社会 的状態 で あ っ て ， そ れ は 擁 護 され る べ き もの で あ

り， そ の た め 擁 護 の 思 想 が成熟 し ， ま た そ の 仕組 み が よ く出来 て い な くて は な

らな い
。

　 こ の 「 自由」 が ソ 連崩壊後 の 世界 の 神学問題 と な る
。 そ れ は ま た 中間時 と取

り組 む 神 学 で あ ろ う 。

「教 会 と国 家 の 分離 」 の 上 で 企 て られ る 神 学 が 「 自由の

神 学 」 で あ る とす れ ば ， そ の 自由 と は
， 自由 の 伝統 の 継承 に お い て 歴 史的 に 理

解 され ね ば な ら な い
。

「自由の 神学」 とは 「歴 史 の 神学」 の 内容 の 規 定 で あ る

と言 うこ と が で き る で あ ろ う。

注

1）　 「自由 の 伝統 」 とは ， 現在 著作中 の 『新 しい 共 同 体 の 倫 理 学』 を構成す る 基本的

　　嚮 導概 念で あ る 。 それ は ， 日本国憲法 の 言 う 「人 類 の 多年 に わ た る 自由獲 得 の 努

　 　力 」 の 系譜 で あ り ， 近代 憲法 の 原理 と な る 信 教 の 自由や 人 権 な どを生 み 出 して き

　 　 た伝統 を意 味す る もの で ， 神学 界 で リ ベ ラ リ ズ ム とい う言葉 で 言 わ れ て い る もの

　　 とは 関係は な い
。

2）　バ ネ ン ベ ル ク ・佐 々 木勝 彦訳 『信仰 と現実 』 第入 章 厂神 の 啓示 と近代 の 歴 史 」 参

　 　照 ， と くに P．171．

3） The 　 Co 　m ψ　le　te　 Writings 　 of 　 Roger 　LVilliams
，
　 vol ．7 所 収 の Perry　 Miller

，

　 　
‘Roger 　Wiliams ： An 　Essay 　in　Interpretation

’
p ．［6】

4） バ ネ ン ベ ル ク 『信仰 と現実』 P．232・

5）　 同上 P．235．

6）　Georg　∫ellinek ，
　 Die　Erkldrung　 der　 tvfenschen・ und 　 Bthgerrechte　（Vierte

　　Auflage
，
1927） は 京 都大学の 初宿正 典教 授 に よ っ て 新 し く訳 さ れ ， 関連 の 諸文

　　献 を含 ん で み すず書房 か ら 『人 権宣言 論争 』 と して 出版 され た 。 こ の 引用 文 は ，
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　　 イ ェ リネ ッ ク が ブ トミ ーの 批判 に 答えた 小論 か らで あ る
。 同訳書 P．206 ．

7）　高木 入 尺 他編 『人権 宣言 集 』 （岩 波文庫 ）所 収 「権利章典」 よ り。

8）　 Karl　 Holl
，
　Gesammelte　Aufsdtxe　zur 　Kirchengeschichte

，
　 I　 Luther

，
　S．37．

9） William　Haller，
　Libertbl　and 　Reformation 　 in　the　Puritan　Revolution

，
1955こ

　 　 こ で ハ
ー ラ ーは ， ピ ュ

ー リタ ニ ズ ム が エ ピ ス コ パ ル で あれ プ レ ス ビ テ リ ァ ン で あ

　　 れ コ ン グ リゲー シ ョ ナ ル で あれ い か な る 教会体制 に もは ま りこ まない もの とな っ

　　 て い く経過 を辿 っ て い る
。

10） 高木 八 尺 他編 『人 権宣言 集 』 P．　120f．

11） Perry 　Miller　and 　Thomas 　H ．　Johnson（ed ．） The　Puritans
，
　 vol ．1

，
　P．218．こ

　　 れ は 大下 尚
一

訳
『 ピ ュ

ー リタ ニ ズ ム 〔ア メ リ カ古典文 庫
一15〕』 と し て 編訳 され て

　　 い る 。
ロ

ージ ャ
ー ・ウィ リア ム ズ の 『迫 害 をす す め る 血 塗れ の 教 えa は そ の 中に

　　 部分的 に含 まれ て い る
。 引用 は そ の 訳書 P．138 よ り 。 原典 は The 　 ComPlete

　　I）Vritings　of 　Roger　Wlliams，　vol ．3 に Samuel　L．　Caldwell（ed ．）The 　Bloudy

　　 Tenent 　 of 　 Persecution 参 照 。

12）　 ロ ッ ク の 最初期の 論文 Tzvo 　 Tracts　 on 　 Government （Cambridge ，
1967） は

　　
「ア デ ィ ア フ ォ ラ」 問題 を巡 る 議論 で

， そ こ に 17 世 紀英 国 の 知的 問題 意識の 所在

　　 が明 らか に 出て い る
。 そ の 中に ， 英国 に お け る 道徳哲学 の 関心 が な ぜ 発 生 す る

　　 か ， そ の 方 向 を指 し示 す もの が あ る
。 な お これ は友 岡敏明訳 『世 俗権力 二 論 』 未

　　 来 社 1976に 訳出 され た 。

13）　大下訳 前掲 書 P．130．

14）　同上 P．104．

15）　 同上 P．103．

16）　 同上 P ．137 ．

17）　同上 P．138 ．

18）　 同上 P．138．

19） 同上 ，
ジ ョ ン ・ウ ィ ン ス ロ ー プ 「総会議 に対 す る演説」 P．133．

20） 同上 P．140．

21）　 同上 P．141．

22）　以 下 の 叙述 は ， 前 出 の The 　 ComPlete　 I）Vritings げ Roger 　 Williams
，
　vol ．7

　　 所収 Perry　Miller，

‘Roger 　Williams ： An 　Essay 　in　lnterpretation’　P．【71−［8】に

　 　 よ る 。

23）　 Ibid．
，
　p．【91．

24）　 Ibid．，　P．［11］．

25 ）　 大下 訳 前掲 書 p・137 ．

26） 同上 P ．141．

27）　同上 p．139．
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28）

29）

30）

31）

32）

33）

34）

35）

36）

37）

38）

）

）

）

901344

42）

43）

44）

45）

46）

47）

同上 P．143．

同上 P．143．

同上 P．144．

ミ ル トン の 『ア レ オ パ ジテ ィ カ 』 の 訳 は原 田純 訳 『イ ギ リ ス 革命の 理念一 ミル

トン 論文集 』 所 収 。 ミル トン の 自由論 は A ．SP ．　 Woodhouse （ed ．），
　 Puritanism

and 　 LibertPU
，
　 p・226ff・に 収 め られ て い る も の を参照 され た い

。

大下訳書 p・141． なお こ の 個所 は ， 原 典 The 　 Complete 　 W
「
ritings ・f　 Roger

IVilliams
，
　voL3 所 収 の The 　Bloudy 　Tenent

，
　P ．73．か ら 。

一 部私訳 し た
。

デ ン ツ ラー編 ・相沢好則 監訳 『教会 と国家 』 p．220．

同上所収 リ
・ゼ ロ ッ テ ・フ ン ケ 「自宙な 国家 に お け る 自由な教会 」 p．397．

トレ ル チ ・西 村 貞二 訳 『
ア ウ グス テ ィ ヌ ス 』 参照 。

「 ト レ ル チ 著作集 』 8 所収 の 「近 代世 界 の 成 立 に た い す る プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム

の 意義」 p ．91．
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デ ン ツ ラー前 掲書 所収 工 一ベ ル ハ ル ト ・シ ュ タ ム ラー 「 ドイ ツ 連 邦共和 国 に お け

る プ ロ テ ス タ ン ト教 会 と国家
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『
カ

ー
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ー
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，
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1977
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p・33・こ れ は 1983 年 『 ピ ュ
ー

リ タ ン革命の 担 い 手 た ち　 　 ロ ン ド ン の 分離教会

1616− 1649 』 （大西 ・浜林 共 訳） と し て 邦 訳 され た
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　 p．146．

Tolmie，
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　 TUbingen
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1920
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ブ ラ ドフ ォ ー ドの 『 プ リマ ス 植 民地 の 歴史 』 は 抜粋訳 と して 『原 典ア メ リカ史 』
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ーバ ー宗教社会論集 』 p．98．

フ ォ
ー

サ イ ス が ピ ュ
ー
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