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ミ ル ト ン に お け る 自由の 理 論 と終末論

近 　藤 　勝 　彦

1
． 主 題 の 必 然性

　わ れ わ れ は 以 下 に 二 つ の 問 い を立 て た い と思 う。 そ れ は ， まず第
一

に ， ミル

ト ン の 散文 の 著作 に お い て い か な る 自由の 理 論 が 展 開 さ れ て い る か ， そ し て 第

二 に
， そ の 自由論 が 彼 の 終末 論 と い か な る 関 わ り に あ っ た か と い う問 い で あ

る 。 「自由 」 の 原 理 は
， 厂近代世 界 の 最 大 の 成果の

一
つ 」 と 言 わ れ る

D
。 し か し

ま た 同時 に ， 自由 は
， 近 代 の い わ ば逆説性 や 弁 証 法 の 中で ， 容 易 に 変 質 し， あ

る い は 喪 失 さ れ る も の で あ る 。 そ う した 近 代的 自由が 危機 の 中 に あ れ ば こ そ ，

例 え ば トレ ル チ は
， 自由 を保持 す る た め に そ の 基 盤 と し て 「宗教 的

一
形 而 上 学

的原 理 」 を保持 し よ う と 呼 び掛 け た
2）

。 日本 は ， か つ て 近 代 的自由の た め の 内

発 的 な闘 い を本当 の 意味 で は
一

度 も行 っ て は い な い
。 自由 の 「宗 教 的基 盤 」 の

問題 も真剣 に 問 わ れ た こ と が な か っ た 。 わ れ わ れ は
，

こ こ で は そ れ を ミ ル トン

の 思 想 に 即 し て 問 お う と思 う 。 近 代 に お け る 「自由」 とそ の 「宗 教 的基 盤 」 の

関 わ りを 問 う道 は
，

お よ そ ミ ル ト ン を 回避 す る こ と は で き な い で あ ろ う 。 イ ギ

リス の 代表的な 歴 史家 G ．P．グ ー チ は ， そ の イ ギ リ ス 政 治 思 想 に 関 す る叙 述 の

中で ， ミ ル ト ン に つ い て 一 項 を 設 け ， そ の 思 想 を 論 述 し
， 「こ れ ほ ど気高 い

，

ま た こ れ ほ ど 無 我 の 情 熱 を も っ て 自由 を愛 した もの は か つ て な か っ た 」
：’）

と

語 っ た 。 ま た A ．パ ー カ ー も言 う よ う に ， ミ ル ト ン は そ の 散 文 に お い て 特 に

「自由の 定義」 を 課題 と し た
4）

。
ミ ル トン に お け る 「自由」 と 「終末論」 と を

問 う本論 の 主 題 の 必 然 性 は ， まず ， 近 代的 自由 と そ の 運命 の 問 題 の 自覚 か ら来
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て い る。 近代的自由 を思惟 し ， 保持 しよ う とす る者 は ， ミ ル トン に お け る そ の

宗 教 的 基 盤 を 問 う必 要 が あ る の で は な い か と い う こ と で あ る 。

　 そ れ で は な ぜ 「自 由 の 理 論 」 と 「終 末 論 」 で あ ろ う か 。 Ch．ワ ル タ ー は ，

『自由の 理 論 と し て の 終 末論 』 と い う標題 の 著 作 に よ っ て
， 近代 に お け る 自由

論 と終末 論 の 関 連 を指 摘 し て い る 。 彼 に よ れ ば ， 「人 間 を 完 成 さ れ た 人 間 存在

へ と助 け るた め に 実現 され な けれ ばな ら な い 大 きな 目標 と して の 自由」 と い う

問題 が あ る 。 そ して ， 彼 は ， こ の 自 由の 完 成 に 向か う 「現 実 的推進 力 」 を終未

論 に よ っ て 理 解 して い る
’
〕

。 テ ィ リ ッ ヒ は エ ス カ トン を 出来 事 と 意 味 の 超 越 的

根拠 で あ る と語 っ た が
， そ れ は 自由 の 超 越 的根 拠 と言 っ て も よ い

ω
。 D ．　N ．ベ

ラ ー
は 「近代 化 の 本質 は 勇 気 で あ る 」 と 藷い

， 勇 気 の 超越 的 根 拠 に 関心 を 示 し

た ％ 勇 気 と は そ こ で は 変 化 に 対 す る 勇 気 で あ っ た 。 「自由 」 と 置 き換 え る こ

との で き る もの で あ る
。 「近 代化 の 本 質 は 自由 で あ り， 自由の 超越的根 拠 が 問

題 だ 」 と 言 っ て も よ い もの で あ る。 さ ら に 言 え ば ，
い か な る 自由論 か とい う問

い は ，
い か な る終 末論 か と い う問題 と対 応 して い る 。 概 して ア ウ グス テ ィ ヌ ス

・ル ター 的 終 末 論 に は
， 社会 的 に 保守 的 な態 度 とそ れ に 対応 し た 自由 の 理 解 が

見 られ ， 革命的終末論 に は そ れ に 対 応 した 自由論 が あ る 。 ミ ル トン に お け る近

代的自由の 出 発 に い か な る終 末論 が あ っ た か と い う問題 は
， 現代 に お け る 自由

の 宗教的基盤 の 理 解 に と っ て 重大 な意 味 を 持 っ て い る で あ ろ う 。

　 こ こ で も う
一

っ
， ミ ル ト ン 研 究 上 ， さ ら に 広 く ピ ュ

ー リタ ン研究史上 に お け

る 終 末論 問題 の 必 然 性 に つ い て も
，

一
言指摘 し て お きた い

。 近 年 の ピ ュ
ー リタ

ン や イ ギ リス 革命 の 研 究 に お い て ， 従 っ て ま た 当然 ミル トン 研究 に お い て も ，

終 末 論 ， 特 に 黙 示 文 学 的 終 末 論 の 意 味 が 注 目 を 浴 び て き て い る 。 1960年 前後

は ， 宗教史学派の 黙 示 文学発見 に 次 ぐ，
い わ ば黙示 文学 の 再々 発 見 の 年で あ っ

た 。
こ れ は ，

バ ル ト， ブ ル トマ ン 以 後 の 組 織神 学 ，
つ ま りモ ル トマ ン や バ ネ ン

ベ ル ク に よ っ て 代表 さ れ る ユ960年以 降 の 組織神 学 の 終末論 に と っ て 重 大 な 意味

を持 っ こ とで あ っ ゼ 。 同 じ 頃 ， キ リ ス ト教 社 会 思 想 史 の 研 究 ， そ し て 特 に

ピ ュ
ー リ タ ン 研 究 に と っ て も ， 黙 示 文 学 的 終末 論 の 意味 の 再 発 見 が あ っ た の で

あ る 。 こ れ は 特 に 千年 王 国 説 の 再 発 見 と い う形 を と っ た 。 ノ ー
マ ン ・ コ ー ン
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『千年王 国の 追求』 と G．F．ナ トー ル 『見える聖徒』が世 に 出た の は ， 1957年

で あ る 。 従来 ， 千年王 国説 は
，

ピ ュ
ー リ タ ン の 中で も1650年以 降 の 第五 王 国派

な ど ，
い わ ゆ る ピ ュ

ー
リタ ン 左 派 の 急 進主 義 の 中 に の み 認 め られ て い た もの で

あ る
。

しか し そ れ が ，
い まや ピ ュ

ー リタ ン 全 体 の 中 に 広 く見 られ た 現 象 で あ る

と指摘 され た 。
こ れ に は さ ら に

， 聖 霊 の 働 き の 積極的 な理 解 が 結 び つ い て い

る 。 1969年 に は ， W ．　M ．ラ モ ン ト と J．　F ．ウ ィ ル ソ ン の 研 究 が 出 る
9）

。 彼 ら に

よれ ば， 千 年 王 国 説 は 17世 紀 イ ギ リ ス の 時代精神 で あ っ た
。 特 に B ．キ ャ ッ プ

に よ れ ば ，
ピ ュ

ー
リ タ ン 右 派 の 長 老 派 も含 め て ， 長 期 議会 に 設 け ら れ た 制 度

「断食 日 の 説教 」 に お い て 説 教 を行 っ た 当時 の 指 導 的 な 牧師た ち の 70パ ー
セ ン

トが 千年 王 国説 の 影 響 を受 け て い た と 言 う
1ω

。

　 こ の 角度 か らの ピ ュ
ー リタ ン研 究 は な お 詳細 を め ぐ っ て の 議 論 が あ る が ， ミ

ル ト ン 研 究 に と っ て も無 関 係 で あ る は ず は な か っ た 。 ミル トン に お け る終 末論

に 対 す る 注 目 は す で に 挙 げ た A ．パ ー カ ー の 著 作 に 見 ら れ る 。 彼 は ミル トン の

終 末論 と千 年王 国 説 との 類似 に つ い て も指摘 して い る 。 た だ しパ ー カ ー の 神学

的興 味 は ， そ れ 自体 十分 理 由 の あ る こ と と は言 え ， 主 と して ミル トン の 「再 生

論 」 に 向 け ら れ て い た 。 ま た 熱狂主 義的千年 王 国 説 に 対 す る批判 もあ っ て ，

パ ー カ ー
に よ る ミル ト ン の 終末論 の 扱 い は な お 徹底 性 と

一
貫 性 を欠 い て い た 。

こ れ に 対 し M ．フ ィ ッ ク ス ラ ー は ， そ の 著 「ミル ト ン と神 の 国』 （1963年） に

お い て
，

ミル トン の 終 末 論 に つ い て の 本格 的 な 研 究 を試 み た 。 「ミ ル トン の 発

展 全体 は ， 実際， キ リス トの 王 国 の 本質的真 理 を再発見 す る 試 み と し て 見 る こ

と が で き る で あ ろ う」
11） と 彼 は 言 う 。 そ の よ うに し て フ ィ ッ ク ス ラ ー は

，
ミ

ル トン の 思想 発 展 の 全体 を貫 い て そ の 終末 論 の 変化 に 注 目 した 。 日本 に お け る

ミル トン 研究 に お い て も，
ミ ル トン に お け る 終末論 と その 意 味の 指 摘 は な され

て い る
12）

。 大 木 英夫教 授 は ， 特 に 『ア レ オ パ ジ チ カ 』 に お け る 終末論 に 注 目

し て い る 。 また永 岡薫教授 は ，
フ ィ ッ ク ス ラ ー の 研 究 に 繋 が りな が ら ，

ミル ト

ン の 終末論 の 現在的意味 を指 摘 し
，

そ れ を C．H 。ドッ ドの 「現 在 的 終 末論 」 と

結 び つ け て 理 解 し た 。 本論文 も これ ら内外 の 成 果 に 連 な りな が ら
， 特 に 自 由論

との 関連 で
，

ミル トン の 終末論 の 意 味 を考 察 して み た い と思 う。
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2． 教会的 自由 と終末論

　  宗教改革 の 遂 行 と 自由の 問題

　 ミ ル トン が 「韻 文 の 仕事 」 を
一 時放 棄 して ， 教 会 改 革 の 論 客 と し て 散 文 とい

う 「左 手 」 （1 ， 808）13 」

の 仕事 に ， し か も 「全 精神 ， す べ て の 努力 を 傾 け て 」

（Vlll， 129） 取 り組 ん だ の は ， 1641年 5 月 の 『イ ン グ ラ ン ド宗教 改 革 論 』 が 初 め

で あ る 。 時 に ， 長 期 会 議 で は 長 老 派 の 優 勢 を 背景 に 監 督制 に 対 す る 「根 絶請

願」が提出 さ れ ， 監 督制 の 「暴政」 と 「腐敗」 とが非難 の 的 とな っ て い た 。 後

に ミ ル ト ン は語 っ て い る 。 「今 や 人 々 に と っ て 真 の 自由 へ の 道 が 開 か れ た 。 も

し も と も と宗 教 を基 盤 とす る 諸原琿 を 国 家の モ ラ ル や 制度 に まで お し及 ぼ す こ

とが で きた な ら ，
こ の よ うな き っ か け か ら奴隷 の 桎梏 か らの 人 間 の 全 面 的な 解

放 へ と
一

直 線 に 進 む こ と が で き る と
， 私 は 思 っ た 」 （VIII，

129） と 。 ミル ト ン に

と っ て 問題 は ， 「真 の 自由 へ の 道 」 で あ っ た が
， そ れ は 「宗 教 改 革 」 の 道 で あ

り， 当面 ，
イ ン グ ラ ン ド に お け る 教 会 改 革 の 道 で あ っ た 。 や が て こ の 「宗 教 改

革 の 前進 亅の 過 程 で ， 教会 的自由 だ け で は な く， 政治 的 ， 国家的 な 自由が 主題

と さ れ て い く 。 ミル ト ン の 宗教 改 革 は ， 単 に 教会 の 改 革 に 留 ま らず ， 国家 ， 社

会 ， 文 化の 全 体 に 関係 す る包 括 的 改 革 の 主 張 と な っ た
。

16世 紀 の 宗 教 改 革 は な

お 「教 会 的 権 威 に よ る統
一

文 化 」 の 中 に あ りつ つ の 改 革 で あ っ た が
，

そ れ に 対

し17世 紀 イ ギ リス の 宗 教 改 革 は ， 中世 の 教 会 的 権威 文 化 か ら近 代 世 界 へ の 転 換

を意 味す る 点 で よ り
一

層徹底的 な もの が あ り ， よ り包括 的 な もの が あ っ た 。 そ

こ で は ， 「人 間 の 全 面 的 な解放 」 と し て の 「真 の 自由 」が 問 題 に な っ た の で あ

る 。 わ れ わ れ は ま ず ，
ミル トン に お け る宗教改革 の 包括性 ， また そ れ に 対応す

る 自由 の 包括的 理 解 が あ る こ と を指 摘 し て お か な け れ ば な ら な い で あ ろ う 。 と

い う の は ，
パ ー カ ー

は ， 「宗教改革 と 自由 と の 間」 に 「ピ ュ
ー

リタ ン の ジ レ ン

マ 」 を 見 て い る か らで あ る
m

。 彼 は そ れ を歴史的 に
，

ピ ュ
ー リタ ン 右派 （宗

教 改 革 派 ） と左 派 （自由 の 要 求 ） と の 分 裂 に 現 れ て い る と 見 て い る 。 わ れ わ れ

も こ の 両者 の 両立 不可能性 の 間で 苦悩 す る ミル トン を見 る べ き で あろ うか 。 む

し ろ 後 の 近 代 世 界 に お け る 「宗 教 改 革 な き 自由 」 の 「ジ レ ン マ 」 を こ そ 見 る べ

き で は な い で あ ろ うか
。 宗 教的基 盤 を 欠 い て 自由は 良心 の 自由 と して も， 政治
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的自由 と して も，
そ の 理 由 と 深 み と活 力 と を持 つ こ と は で き な い の で は な い

か 。 ミル トン の 宗 教 改 革 の 広義 の 理解， 政 治 的自由の 確 立 を も視野 に 収 め た 宗

教改 革理 解 に 注 目 しな けれ ば な らな い で あ ろ う 。

　ミ ル ト ン の 教会 改 革文書 は ， 『イ ン グ ラ ン ド宗教改 革 論』 に 続 い て ，
さ らに

『ス メ クテ ィ ム ニ ュ
ー ア ス に 対 す る 抗議者 の 弁 明 へ の 批判』 （1641年 ） 『教会規

律 の 理 由 』 （1642年） と続 く。 当初 ミル トン は ， こ の 教 会 改 革 を長 老 派 の 提 案

に 即 して 構想 して い た 。 そ れ は ， 「キ リス トの 会衆 に よ る全 員投 票 」 に よ る教

会統治 ， 「十分 の
一

税 を 廃止 し て 自由献 金 に よ る教 会 運 営」 な ど を求 め る もの

で あ っ た 。 しか し彼 に と っ て 重 大 で あ っ た の は ， 長老 制 へ の 所 属 で は な い
。 や

が て
， 「宗教 改 革 そ の も の の 改 革 」 （1644年） と と もに ， ミル トン と長 老派 の 問

に は 距 離が 生 じて くる 。 大 筋 に お い て ミ ル ト ン は ピ ュ
ー

リ タ ン 右 派 か ら次 第 に

左 派 へ と進 ん で い く。
し か し そ の 萌芽 は以 下 に 見 る ご と く， 彼 の 最初 の 著作 に

す で に 現 わ れ て い る も の で あ っ た 。

　わ れ わ れ は まず ミル トン の 自由，
こ こ で は 教会的 ， 宗 教 的 自由の 理 解 に 注 目

し な けれ ば な らな い
。 彼 は そ れ を ど の よ うに ， ま た ど こ か ら理 解 し た で あ ろ う

か 。 ミ ル トン に お い て 宗教 的 自由 は ， 強制的 に 押 し つ け られ た 聖 職 者 や 強 制 さ

れ た 礼 拝形式 を廃 す る もの で ， 会衆 の 自発 性 に よ る信仰 の 良心 の 内的確信 に よ

る 主体 的信 仰 の 自由で あ っ た 。 彼 に よ れ ば， 他 か ら強制 さ れ た 信 仰 は 信仰 で は

な い 。 ミル トン は こ の 自発的信仰 に よ る宗教的自由 を 厂福音」 に よ っ て 基 礎 づ

け られ た もの と し て 見 て い た 。 ミ ル トン は 言 う。 「福音 は 神 と人 と の 間 に 立 て

られ た ， 最 も狭 く して 最 も高価 な契約 （the　g．　traitest　 and 　the　dearest　covnant ）

で あ っ て
， わ れ わ れ は い まや こ の 福 音 に お い て 神 の 子 と し て 受 入 れ ら れ ， そ の

た め 神 の よ う に な り ， 神 に 結 ば れ ， 神 との 交 わ り を持 つ こ と こ そ ， わ れ わ れ に

こ の 上 な く相応 し い 行為 と な る 」 （1 ，
837）。

ま た ， 「福音 」 に お い て 人 間 は ，

「キ リス トの 血 で 贖 わ れ ， 洗 い き よ め られ た 神 の 民 」 「聖 徒 や 神 の 子 と い っ た 非

常 に 栄光 あ る称号 に よ っ て 尊厳 を与 え ら れ た 神 の 民」 （1 ，
547） と さ れ た と 言

う 。 「福音」 と は キ リス トの 贖罪 に よ る 新 し い 神 との 関係 ， 新 し い 契約 で あ

る 。 そ こ で 「自由」 と は
， 神の 子 ， 神 の 民 と さ れ た 者が こ の 「新 しい 契約」
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に 生 きる 「契約的自由」 に 他 な らな い
。 「福音」 に は

， 「神 とわ れ わ れ との 新 し

い 盟 約 （alliance ） が 要 求 す る 子 と さ れ た も の の 喜 び に 満 ち た 大 胆 さ （the

adoptive 　and 　cheerfull 　boldness）」 （1 ，
522）が あ る と 言 う 。 こ れ が 自由で

あ る 。 こ の 新 しい 契約に よ る神の 子 ， 神の 民 の 自由 は ， 介在 す る権威や 儀式や

慣習 に よ っ て 強制 さ れ る もの で は な く， また 他 か らの 強制 と は 適合 し な い もの

で あ る 。 そ こ か ら ミ ル トン の 教会 改 革が 開始 され た 。

　 彼 の 眼 に は ， 教 会 は 監 督 制 の 下 で 「苦 役 」 に 苦 し ん で い る 。 監 督 制 は 特 に

「二 匹の ひ る 」 （1 ， 589） とで も い うべ き 「宗教儀式 」 と 「宗教裁判」 に よ っ

て 良心 と信 仰 に 暴政 を加 え ， 残 酷 な もの に な っ て い る と言 う 。 監 督 に よ る 聖職

者任命 は ， 「聖 職者 た ち の 不 信 仰 な 高慢 と暴政」 や 厂腐敗」 の 温 床 に な り， イ

ン グ ラ ン ド国民 の 信仰 と礼拝 の 自由 は 圧迫 さ れ ， 「信仰的 で 自由な イ ン グ ラ ン

ド人 で あ り， よ き キ リス ト者 で あ る 多 くの 人 々 が
， 監 督た ち の 狂暴 か ら身 を隠

し逃れ る た め に ， 広 大 な大 洋 を 渡 り， ア メ リカ の 荒 涼 た る荒 野 に 赴 く以 外 に な

か っ た」 （1 ， 585） と ミ ル トン は嘆 く 。 「自由 な 精神 力 は 威 嚇 さ れ 」， イ ン グ ラ

ン ド国 民 は 「奴 隷 の 平 和 」 （aservile 　peace） （1 ，
595） の 中で 弱体化 され て

い る と言 う v

　 ミル ト ン は 教 会 改 革 の 出 発 点 を ど こ に 見て い た で あ ろ うか 。 『イ ン グ ラ ン ド

宗教 改革論 』 に お い て 特徴的 な こ と は
， 「古 代 そ の もの の 三 重 の 堕落 」 に つ い

て 語 っ て い る点で あ る 。 ミル トン に よ れ ば コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 帝 か ら教 会 の 崩

壊 は 急速 の 度 を加 えた 。 し か し そ れ 以 前 の 古 代 もす で に 堕 落 し て い た と言 う 。

ミル トン の 批判 の 自由 さ ， 凄 ま じ さ は
， 教 会 教 父 に 対 す る批判 の 中 に よ く現 わ

れ て い る 。 ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス と い え ど も ミ ル ト ン に と っ て 何 ら権威 で は な い
。

「古代 の 堕 落 」 と い う こ と は
， 宗教改 革の 根 拠 と 出発 は

， 結 局 の と こ ろ聖 書

に ， そ し て 福 音 の み に あ る とい う こ とで あ る 。 宗 教 的 自由の 出 発点 は また 教会

改 革 の 根 拠 で もあ っ た 。 「聖 書 が 宗教 改 革 を支持 して い る の で あ っ て ， 古代が

役立 つ と し て も， そ れ は た だ付 け た し に す ぎず ， 決定的 な役 割 を持 つ こ と は で

き な い 」 （1 ， 570）。 そ こ で 監 督制 の 問題 性 もま た キ リ ス トの 福 音 の 視点 か ら明

ら か に さ れ る 。 「福音 」 は ， ミ ル ト ン に と っ て 「主 な る キ リ ス トが 僕 の か た ち
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を取 ら れ た こ と」 で あ り， 「f字架 の 力」 で あ っ た 。 そ れ に 対 し ， 監督制 は ，

「ま っ た く反 対 の 原 則 に よ っ て キ リ ス トの 十字架 を無効 に し」「福音 の 力 と 目

的 を 無 に す る 」 （1 ，
824） と い うの で あ る 。 教会史 は ， 「千 六 百 年 の 邪 の 罪 」

（1 ，
827） に 陥 っ た 。 宗教 改 革 は こ の 永 い 歴 史 を終 わ らせ る 終末論 的 な 闘い

を意 味 し た 。 そ れ は そ の よ う に し て 「福音 の 力 と 目的」 と を実 現 し ， 「キ リス

トの 十字架」 に 応答 す る 闘 い に 他 な らな か っ た 。

　  教会規律の 理 論

　 教 会 改 革 に 向 か う ミ ル トン の 宗教 的 自 由 は ， 当 然 ， 宗教 的放縦 や 宗教 的 ア

ナー
キ

ー
で は な い

。 聖 書 と福音を基 準 と して あ らゆ る他 の 権威 や儀式 を拒否 す

る 自由は ， 他面 ， 福音 に 相応 し い 外化 を求 め る 自由で あ っ た 。
こ こ に ， 所与 の

権威 に ひ た す ら服従 す る敬虔 と は 異 な り， す べ て の 権威 を吟味 し ， 福音 に 相応

し い 外 化 を求 め る 「新 しい 敬 虔 」 が 登 場 して い る 。 そ こ に また 「規 律 」 の 問題

が 登 場 し て く る 。 規 律 は ミ ル トン に よ る と ， 「暗 き船 旅 の 海 図 で あ り ， 羅 針

盤 」 で あ り， 厂世 に は ， 人 間 の 生 活 全 体 を 通 し て 規 律 以 上 に 真 摯 な ， ま た 緊 急

な 重 要 事 は ほ か に な い 」 （1
，

751）。 宗 教 的 自由 は こ の 「規 律」 に よ っ て 形 成

さ れ る 。 「自由」 と 「規律」 の こ の 不 可 分 な 結合 の 理 解 に は
， ま た

， 「罪」 に 対

す る改 革派 に 共 通 した 鋭 い 感覚 が ミル トン に 働 い て い る こ と を無視 して は な ら

な い
。 人 問 は 罪 に よ っ て 崩 壊 す る 。 「気紛 れ 」 「放 縦 」 「怠惰 」 「小 心 」 が 個 人 を

も 教 会 を も破 壊 す る 。 ミ ル ト ン は こ の 罪 の 現 実 に 抗 し て 厂組 み 立 て る 」

（frame） （1 ， 756） こ との 重 大 さ と そ れ が 人 間の 能 力 を越 え て い る こ と と を

知 っ て い た 。 そ れ は 「再生 」の 生 を い か に 形作 る か と い う問題 で あ っ た 。 「説

教 もまた ， 規律な しに は霊魂 の 救 い に と っ て ど うで も よ い もの に な っ て しま

う」 （1
， 756） と彼 は 言 う 。 しか し そ れ で は ， こ の 「規律 」 は 何 に よ っ て 規 定

さ れ る の か 。 こ こ で も ミル トン の 聖書 と福音 を規範 とす る行 き方が 明 らか に な

る 。 規 律 は
， 教 会 の 伝 統 で も ， 監 督 の 決定 で もな く， 「神 の 定 め 」 に よ る 。 「神

は み ずか ら定 め られ た 規律 （his　owne 　prescribed　discipline） に よ っ て 人間の

魂 の うえ に 測 り竿 と水 準 器 を あ て が い
，

… … わ れ わ れ の う ち に 徳 と恵 み の 麗 し

い 形姿 を 形造 り， 再生 さ せ る 」 （1 ，
757f ）。

そ し て そ れ は 「聖 書 の 言葉」 に
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よ る とい うの で あ る 。 し か し こ れ は ， さ ら に 明 確 に 言 え ば 「福音」 に よ る と い

う こ とで あ っ た 。 「もし神 の 定 め （God
’
s　ordinance ） が あ る な ら ， そ れ は 福音

の 中 に 明示 さ れ て い る は ず で あ る 」 （1 ， 762） と ミ ル ト ン は 言 う 。
ミ ル トン の

い う規 律 は ， 福 音 の 規律 で あ り， ミル トン 的 自 由 と は キ リ ス トの 福音 へ の 応 答

の 自由 に ほ か な ら な か っ た 。

　   千 年王 国 説 と ミル トン に お け る 再 臨 の キ リス ト

　 ミ ル トン は 『イ ン グ ラ ン ド宗教 改 革 論』 の 末 尾 に お い て 次 の よ うな 祈 り を 記

した 。 「そ の 日 に は ， 永 遠 で あ り
， 間 もな く来臨 を 待 た れ て い る 王 で あ る あ な

た は ， 雲 間 をお し分 け て 現 わ れ ， 世界 の 国 々 を そ れ ぞ れ 裁 か れ る で あ ろ う 。 そ

し て 信仰 的 で 正 し い コ モ ン ウ ェ ル ス に 対 し て
， 名誉 と報 酬 を与 え

， 地 上 の あ ら

ゆ る 暴 政 に 対 し て 終 わ り を 与 2 ，
あ な た の 普遍 的 で 柔 和 な 王 国 を天 と 地 に 宣 言

さ れ る で あ ろ う 」 （1 ， 616）。 こ こ に あ る 「間 も な く来 臨 を 待 た れ て い る 土 」

（shortly
−
expected 　King ） と い う信仰 の 表現 に 当時 の 時代 に 共 通 の 千 年王 国説

的 終 末 論 との 密接 な 関係 を 見 る こ と が で き る で あ ろ う
15｝

。 ミ ル ト ン は ま た 同

じ よ う に 言 う 。 「こ れ ま で あ な た （神 ） は ， わ れ わ れ を 自 由 に し て 下 さ っ た 。

し か し そ れ が 完全 に で な い の は
， あ な た の 敵 の 不 正 で 暴 政 的 な 要 求 （the

unjust 　and 　Tyrannous 　Claime ） に よ る 。 い ま ， わ れ わ れ を結 び あ わ せ て
，

わ

れ わ れ を あ な た 自身 の もの と し て ドさ い 」 （1 ， 615）。
こ こ で は 自由論 と終 末

論 の 結 び つ き が 示 さ れ て い る 。 福 音 に よ っ て 根 拠 を与 え られ た 自由 は ， 終 末 の

キ リ ス トの 王 国 の 実 現 の 中で 完 成 さ れ る
。

し か しそ れ に して も ，
こ の ミ ル トン

の 終 末論 を 「黙 示 録 的 革命的 終 末 論」 と 見 て ， た と え ば ウ ィ ル ソ ン が 行 っ て い

る 区分 を 当て は め る こ とが で き る で あ ろ うか
。

ウ ィ ル ソ ン は
，

ピ ュ
ー リタ ン の

終末論 を 「預 言 者 的 改 革 的 」 （prophetic − reformist ） と 「黙 示 録 的
’
変 革 的 」

（apocalyptic −transformist） とに 区分 す る
1E“

。 ま た フ ィ ッ ク ス ラ ー
は ， 既 述 の

ミ ル ト ン の 祈 り を 「黙 示 録 的 祈 り」 と 呼 び ， 「切 迫 した 希 望 」 の 終 末 論 と み な

し た 。 そ し て こ の 1640年代初 頭 の 「激 し い 黙 示 録 的熱望 と希望 」 は そ の 後二 度

と 見 ら れ な くな る と し て ， ミ ル ト ン の 終末論 の 変 化 を強 調 し た
17）

。 わ れ わ れ

も初期 の 散 文 に 示 さ れ た ミ ル トン の 終末論 を ， や が て 後退 す る ， あ る い は 預 言
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者 的 改革 と 区 別 さ れ る 黙 示 録 的終 未論 と理 解 す べ き で あ ろ う か 。 しか し ミ ル ト

ン は 「黙 示録的希望」 の 表明 と同時 に
， 初 め か ら 「宗教 改革 が一

気 に 完成 で き

る も の で は な い 」 （1 ， 536） と い う こ と も語 っ て い た 。 そ れ は ， 「時 間 が か か

る 」 （the　Reformation 　is　a 　long　work ） （1 ，
799） と彼 は言 う。 「キ リス トの

未来 の 王 国 は まだ 見 え る 仕 方 で は 到 来 し て い な い 」 （1 ， 770）， そ れ まで に は

「真 理 と 虚偽 と の 激 し い 抗争 」 （1 ，
796） が 前提 さ れ る と も語 っ た 。 し か もこ

の 「激 し い 抗 争 」 の 中 で 終末論 的 信 仰 は す で に 力 を発 揮 し て い る の で あ る 。

「そ の 日の 終末」 の 「今 日的有効性」 が 認 識 され て い る 。
つ ま り， ミ ル トン の

終 末 論 は
， 「真 理 が 優 位 し ， 宗 教 改 革 が 完 成 す る 」 （1 ， 796） と の 希 望 を与

え ， それ に よ っ て 教会 改革 の 闘 い の 中 に 「力 」 を喚 起 し ， 困難 を意 味 あ る 「訓

練」 （exercise ） に 変 え る もの で あ っ た 。 「われ わ れ は ， 神 が 福音 に お い て わ れ

わ れ に な した も う た こ と を ， な ん の 覆 い もな く， 目 を開 け て 見 る こ と に な る で

あ ろ う」 （1
，

758） と ミル トン は語 っ た 。 彼 の 将来 的終 末の 切 迫 した 期 待 は
，

中間時 の 闘 い と そ の 意味 を 明 らか に し ， そ れ に 推進 力 を与 え た の で あ る 。 そ れ

は ， 規 律 や 訓 練 と結 び つ い た 終 末論 で あ っ た 。 当時 の 教 会 的文 書 との 関連 に 置

い て 見 る な ら ば ，
ミル トン の 終 末 論 は 概 して ， 長 老 派 の ウ ェ ス ト ミ ュ ン ス タ ー

信 仰 告 白 （1647年 ） の 終 末 論 よ りは ， サ ヴ ォ イ 宣 言 （1658年） の 終 末論 ，
つ ま

り独 立派 の キ リス トク ラ シ
ー の 終 末論 に 近 い

。 そ れ は ， ウ ィ ル ソ ン の 区分 で は

黙示 録的革命的終末論 に 近 い と い う こ とに な る で あ ろ う。 しか し そ れ が ， 教 会

改 革 的 ， 形 成 的終 末論 で あ る こ と を 無視 し て は な ら な い
。 ま た ，

フ ィ ッ ク ス

ラ
ー

は ， 「切 迫 し た 終末論 」 か ら 「内面的終末論」 へ と い う変化 を ミル ト ン の

中 に 見 る が
，

こ れ に 対 して も， 後 述 す る よ う に ， ミ ル ト ン の 終 末 論 に は
一

貫 し

て 将 来 的 到 来 の 契 機 が 存 在 し続 け た こ と を 見 失 っ て は な ら な い
。

　 こ こ で も う
一

つ 注 意 して お き た い こ と は ， ミル ト ン の 終 末論 は ， 「地 上 の あ

らゆ る暴政 （all　Earthly　TyraImies） に 対 して 終わ りを与 え る普遍的で 柔和

な キ リス トの 王 国 （universal 　and 　milde 　Monarchy ）」 の 将 来的 到来 を伝 え，

そ れ に よ っ て 「信仰 的 で 正 し い （Religious　and 　just） コ モ ン ウ ェ ル ス 」 を支

え 導 く働 き を して い る とい う こ とで あ る 。
こ れ は す で に 後 の 政 治 的 ， 国 家的 自
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由の 形成に 推進力を与え る社会的終末論の 表明 で あ る 。 ミル トン の 『イ ン グラ

ン ド宗 教 改 革 論 ．1 は ， 長 老 派 の 5 人 の 人 々 の 共 通 匿 名 文 書 「ス メ ク テ ィ ム

ニ ュ
ー

ア ス 」 と比 較 して ， よ り徹底 した コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 帝批判 を表 して お

り
IS）

， そ れ だ け に ミ ル ト ン の 宗 教 的 自由 の 政 治 的 展 開 を す で に 爪 して い る の で

あ るが ， こ れ と と も に ， 「地上 の あ らゆ る暴政 の 終わ り」 を告げる こ の 社会的

終末論 が ミ ル トン の 自由 の 理 解 と 実践 に 対 し て持 っ て い る 意 味 に 注 目す る必 要

が あ る で あ ろ う 。

3 ． 徳 と し て の 自由 と終末論

　  選 択 の 自由 と して の 理 性

　 ミル トン の 自 由 の 理 論 が 展 開 を 見 せ る 第 二 の 分野 は ，

一
般 に 個 人 的 ， 家 庭

的 ， 倫 理 的自由 の 分 野 と 言 わ れ る 。 言 論 ， 表 現 の 自由 ，
な らび に 良 心 の 自 由 の

領域 で あ る 。
ミ ル トン の 散 文 と し て は 『離婚 の 教 理 と規 律 』 （1643年） 「教 育

論 』『ア レ オ パ ジ チ カ 』 （1644年 ） な どが 挙 げ られ る 。
こ こ で は主 と して 「ア レ

オ パ ジ チ カ 』 に よ っ て そ の 自由論 と終末 論 の 関 わ り を検討 し て み た い
。 1643年

6 月， 長 老 派主 導 の 長期 議 会 は 「
．
出版 物検閲令」 を制 定 した 。 ま た こ の 年 ， 11

月 に は独 立 派 を主 導 勢 力 と す る 議 会常備 軍 （ニ コ
ー ・ モ デ ル ・ ア ー ミ ー ） が 編

成 さ れ ， 次 第 に 長 老 派 と独 立 派 の 相 違 が 表 面 化 して くる 。
こ の 時 期 ， ミ ル トン

の 離婚論 も出版 法違 反 の 嫌疑 を懸 け られ た と 言 わ れ る 。 ミル トン は翌 1644年 11

月 ， 出版 物検閲令 の 法的手続 き を ま っ た く無 視 して 『ア レ オ パ ジ チ カ 」 を 出版

し た
。 教 皇 派 の 異 端 審 問 や 監 督 派 の 宗 教 裁 判 が 宗教 的 自由 の 敵 で あ っ た よ う

に ，
い ま や 長 老 派 の 検 閲 制 度 が 自 由 に 敵対 す る もの と し て 出現 した 。 ミ ル トン

は す で に 教会 改 革文書に お い て 言 論 の 自由 を主 張 し て い た 。 「私 は ， 神 が 許 さ

れ る な ら ば ， 真 正 の 言 論 の 自 由 （the　honest　Iiberty　of 　free　speech ） を古 き よ

き 時 代 か ら の 最 高 の 宝 と慰 め と し て 蓄 え て お こ う ， 教 会 の た め の 重 大 問題 に お

い て それ を用 い 得 る と考 え る と き まで ，
と若 い 時 か ら決 心 して い た 。

… … 神 と

そ の 教 会 の た め に 弁 護 が な さ れ な けれ ば な ら な い と き ， 自分 に 言 葉 が 与 え られ

た の は そ の 目的 の た め で あ る 」 （1 ，
804f ．） と ミ ル ト ン は 書 い て い る 。 そ して
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『ア レ オ パ ジチ カ 』 に お い て ミル トン は 言 う。 「あ ら ゆ る 自由に ま さ っ て
， 知

り， 発 言 し ， 良 心 に 従 っ て 自由 に 論 ず る 自由 を私 に 与 え よ 」 （II， 560） と 。

　 こ こ で ま ず注 目 した い の は ，
ミ ル トン の 自由論 が 「理 性」理 解 と結 び つ い て

い る こ と で あ る 。 ミル ト ン に と っ て 厂理 性」 と は 「選 択 の 自由」 （freedorn　to

chooSe ） に 他 な ら な か っ た 。
ミ ル ト ン は 言 う。 「神 が 彼 （ア ダ ム ） に 理 性 を与

え た と き ， 神 は ア ダ ム に 選 択 の 自 由 を与 えた の で あ る 」 （II， 527） と 。
こ の 認

識 に よ っ て
， 自由 と理 性 の 関連が 把握 さ れ る と と も に ， 同時 に 両者 が 創 造 論 的

な 根 拠 か ら 理 解 さ れ ， ま た 自然 法 と も結合す る こ と が 分 か る 。 人 間 の 自由が 人

為的 な こ とや 時 代 的 な こ と と し て で な く ， 神 の 創造 に 基 づ く こ と と し て 本 質 的

に 理 解 さ れ て い る わ けで あ る 。 し か し さ らに 「選 択 の 自由」で あ る と い う こ と

は
， 「よ り よ き もの の 選 択」 とい う問 題 に な る 。 選 択 の 自由 を生 得的 に与 え ら

れ た 人 間 は 「単 な る つ く り もの 」 （ameer 　artificiall 　Adam ）（ibid．） で は な

い
。 人 間 は選 択 の 自由 に よ っ て よ りよ い もの を選 択 し ， 神 に 栄光 を 帰 し ， 神を

愛 し， 応 答 し ， そ の 「真価」　（merit ） を 発揮 す る こ と が で き る と言 う。 し か

し こ の 問題 は ， や が て 善 と悪 ， あ る い は 誘惑 ， 罪 の 材料 が 置 か れ る と い う堕 罪

の 問題 と 関連 し て い く。

　興味 深 い こ と に ， ミ ル ト ン は 「罪 の 材料 を 除 去 す る こ と で ， 罪 を 除 去 」

（ibid．） し よ う と は 考 え な い
。 「こ の 世 と い う畑 で は 善 と悪 は ほ とん ど不 可 分

な 仕方 で
一

緒 に 生長 す る」 （II， 514） と ミル トン は言 う 。 後 の 20世紀 の ラ イ ン

ホ ー ル ド ・ ニ ー バ ー の 口 吻 を 連 想 さ せ ら れ る 認 識 で あ る 。 しか し ニ
ー バ ー が 聖

徒 の 自己意 識 に 潜 む 罪 を こ そ 問 題 に し聖 化論 に 過 度 に 控 え め な態度 を 取 る の に

対 し て ，
ミル トン の 場 合 は ，

こ の 善 と悪 の 不 可 分性 の 認 識か ら徳論 へ と積極的

に 展開 して い くこ と に な る 。 ミル トン に よれ ば ，
こ の 善 悪 混 同 の 現 実 世界 か ら

逃避 し， た だ ユ ー トピ ア に 避難 す る こ と は ， 「わ れ わ れ の 状態 を改善 （mend ）

す る こ と に な ら な い 」 （II，
526）。 む し ろ 重 大 な こ と は

， 内 な る 「不 純」 や 外

な る 「試練」 が 材 料 と な っ て 「徳」 が 形 成 さ れ る こ と で あ る 。 「こ れ ら （情欲

や 快 楽） が 正 し く 調 整 さ れ る な ら ば ， 徳 の 成 分 そ の も の （the　 very 　in−

gredients 　of 　vertu ） に な る 」 （II，
527＞ と 彼 は 言 う 。 従 っ て ミ ル ト ン に と っ
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て は 堕罪 か らの 単純 な 回 復 が 自由 の テ ー マ で は な い
。 悪 を た だ 知 らな い だ け の

徳 は ， 「空 白 の 徳 1 （ablank 　vertue ） （II， 515f．） で あ り ， そ れ に 対 し 「真の

徳」 （apure 　vertue ） は ， 誘 惑 との 闘 い の 中 で 形 成 さ れ る 。 彼 は 言 う 。 「悪 を

そ れ が 持 つ あ ら ゆ る誘 惑 や 外 見 上 の 快 楽 も含 め て 理 解 し ， 考 察 し
， しか も控

え ， 識別 し
， 真 に よ りよい もの を選択 で き る人 ， そ の 人 こ そ真 の 闘 う キ リ ス ト

者 （the　true　warfaring 　Christian） で あ る 」 （II，
514　f．） と。

こ こ に ミ ル ト

ン 独 自の 人 間 と そ の 現 実 に 対 す る 洞 察 が 示 さ れ て い る と い っ て よ い で あ ろ う。

そ こ で ， 福音 は ， キ リ ス トの 贖 い に よ っ て ， 神 の 子 と し て の 大 ら か な 大 胆 さ を

与 え る神 との 新 し い 契 約 の 樹 立 で あ っ た が
，

そ れ は 単純 な 意味 で の 堕 罪 か らの

回復 で は な く， 人 間 を 罪 の 試 練 と誘 惑 の 中 で 「真の 闘 う キ リ ス ト者 1 とす る力

で あ る 。 創 造 に よ っ て 与 え られ た 自由は ， 福音 に よ っ て 新 た な 力 を与 え ら れ
，

闘 い の 中 に 徳 と し て 発 現 す る
。

ミ ル トン の 自 由 の 理 論 は ， 贖罪 論 に 基 づ き な が

らで あ るが
， 聖 化 ・ 再 生論 の 勾配 を 登 っ て い く と こ ろ に そ の 特質が あ る と 言 わ

な け れ ば な ら な い
。

　   完 成 へ の 挑戦

　 ミ ル トン の 自由 は ， 既 述 の よ う に 「闘 い 」 と結 び つ い て い た
。 そ れ は 「成熟

し た 人 間 の 自 由」 と 言 っ て も よ い
。 彼 は 言 う 。 「成 熟 し た 人 （mature 　man ）

は す べ て 自分 自身 の 指導能 力 を働 か せ （exercise ） な け れ ば な らな い 」 （II，

513）。 た だ し そ の 際 ， 根底 に 「神 の 信頼 （trust）」が あ る こ と も無視 して は な

ら な い で あ ろ う。 神 は人 間 を 「永 続 的 な 子 供 扱 い 」 （perpetuall 　childh （，od ） に

置 か ず ， 「自分 自身 で 選 ぶ 人 に な る よ うに 理 性 の 賜 物 を人 間 に 信託 し た 」 （II，

514 ） と言 う 。 創 造 論 的 な 自由 の 根拠 は ， こ う して 神 か ら の 信頼 に 根拠 を 持 っ

て い る 。 そ こ で 人 間 は ， 「節 制 の 規 律 」 に よ っ て ， 自 ら の 能 力 を 「訓 練」

（exercise ） す る こ とが 求 め られ る 。 監 督制 に は 「怠惰 」 や 「奴 隷 の 平 和 」が

あ っ た 。 同 じ よ う に ， 長 老 派 が 画 策 し た検 閲 制 度 に は 知性 の 「の ろ ま な 安 易 さ

と 停 滞」 （dull　ease 　and 　cessation ） （II， 545）が あ る と ミ ル トン は 言 う。 そ

れ に 対 し て
， 「手 足 や 身 体 と同様 に ， 信 仰 と知 識 も働 か せ る こ と に よ っ て 強 く

な る 」（II， 543）。 福音 の 「規 律 」 に お い て そ うで あ っ た よ う に
，

こ こ で も他
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者 の 権威や 管理 に 服従す る安易さで は な く， 自己 能力の 責任的行使 と訓練が求

め られ る 。 神 の 信 任 に 応 え る 厂規律」 と 「訓 練」 に よ る 厂自由」 で あ る 。 表現

や 言 論 の 自由 で は ， 特 に 「真 理 の 行 使 」 （the　exercise 　of 　truth） （II， 528） が

語 ら れ る 。 自由 は 1徳 の 修 練 」 （the　triall　of 　vertue ） と と も に 「真 理 の 行

使」 に よ っ て 発現 す る 。

　従 っ て
，

こ の 自由は 「真理 」概念 な らび に 「教育」概念 に 関係 して くる 。 ミ

ル トン に よ れ ば， 真理 は い まだ 完全 に は 発 見 され て い な い
。 「未知 な る も の を

な お 捜 し求 め 」 「す で に 発見 した 真理 と真 理 と を結 び合 わ せ 」 （II，
551） な け

れ ば な ら な い
。 「知 識 は 形成途上 」 （knowledge　in　the　making ＞ （II， 554） に

あ る 。 信 仰 は 「敬 虔 な 前進 」 （pious　forwardness）（ibid．） で あ り， 徳 は 完 成

に 向 か っ て 向 h し ， 成 長 す る 。 人 間 の 能 力 を登 れ る 限 りの 高 み へ と向 上 さ せ よ

う と す る 「完成 へ の 挑戦」
19）

が
，

こ こ に は あ る
。

ミル トン は こ の 完成 へ の 挑戦

の 関 連 で ， 「教育 」 や 「学習 」 の 意 味 を理 解 した 。 彼 は 言 う 。 「学 習 の 目的 は ，

神 を正 し く知 る こ とを 回復 す る こ と に よ っ て ， わ れ わ れ の 最初 の 親 の 破 滅 を

修 繕 す る こ と で あ る 。
そ し て そ の 知 識 に よ っ て ， 神 を 愛 し ， 神 に な ら い

（imitate）， 真 の 徳 を も っ た わ れ わ れ の 魂 を所 有 す る こ とで ， で き る か ぎ り神

に 近 く ， 神 の よ う に な る こ とで あ る 。 真 の 徳 は ， 信 仰 とい う天 的 な恵み と結合

して 最高 の 完 全 （the 　highest　perfection ） を形 成 す る」 （II，
366　f．） と 。 わ れ

われ は ，
こ の 試 み が 決 して 人 間の 不 遜 な試 み ， また 楽天 的 な 試み と して 企 て ら

れ て い る と言 うべ きで は な い で あろ う 。 そ うで は な く， そ れ は ， 神 の 信任 と福

音 に 対 す る応 答 と し て
， 新 しい 敬虔 の 表 現 と し て 企 て ら れ て い る と見 る べ き で

あ る 。 こ の 点 を見 落 と す な ら ば， わ れ わ れ は ミ ル ト ン に お け る 「完 成 へ の 挑

戦」 が 持 っ て い る 信 仰 の 神髄 を理 解 しな か っ た こ と に な る で あ ろ う。

　   闘 い の 終 末論

　 「ア レ オ パ ジチ カ 』 に お け る終末論 は ， 真理 の 発見 との 関連で 表明 され て い

る 。 そ れ は
，

以 下 の よ うな有 名 な 文 章 に お い て で あ る 。 長 くな る が
，

ミル ト ン

『ア レ オ パ ジ チ カ 』 の 終末論 を示 す 重 大箇所 な の で 引 用 して み た い
。

　「実 際 ， 真 理 は
一

度 そ の 聖 な る 主 と と も に こ の 世 に 来 た 。
そ れ は

， 見 る も極
、
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め て 輝 か し い 完全 な 姿で あ っ た 。 しか し主 が 昇天 し
，

そ の 使徒 た ちが 主の 去 っ

た 後 に 死 の 眠 りに つ い た 時 ， 邪 悪 な偽 り もの の 群 れ が 立 っ た ． 彼 らは エ ジ プ ト

の テ ユ フ ォ ン が そ の 共 謀 者 と と も に 善良な オ シ リ ス を殺 した 物 語 の よ うに
， 処

女な る真理 を捉 え ， 彼女 の う る わ しい 姿 を千 々 に 切 り刻 み ， 四方 の 風 に 吹 き散

らせ た 。 そ の 時 以来 ， 真 理 の 悲 し め る 友人 た ち は ， 敢 え て 立 上 が り， イ シ ス が

オ シ リス の 切 り刻 まれ た 身体 を注 意深 く捜 し求 め た の に な ら い
， 真理 の 肢 体

一

つ
一

つ を ， 見 出 せ る 限 り捜 し集 め
， あ ち ら こ ち ら を歩 き まわ っ た 。 上

， 下院議

員諸君 ， わ れ わ れ は ま だ そ の すべ て を 見 つ け 出 し て は い な い
。 真 理 の 主 の 第二

の 来臨 まで （till　her　Masters 　second 　comming ）， わ れ わ れ は そ の す べ て を見

出す こ とは な い で あ ろ う。 主 が あ ら ゆ る関節や 肢体 を結 び合わ せ
， そ れ ら を麗

し く完 全 な 不 滅 の 姿 に 造 り上 げ る で あ ろ う」 （II， 549）。

　 こ こ に 再 び ， キ リ ス トの 再 臨 の 終末論 が 示 さ れ て い る
。

ミル トン の 終末論

は ， キ リス トの 第
一

の 来 臨 （福 音 ） と キ リ ス トの 第 二 の 来 臨 （終 末 ） の 関 連 を

基本的 な枠組 み と す る キ リス ト論 的終末論 で あ っ た 。 キ リス トの 再臨 に お い て

真 理 は 完成 す る と 言 う 。
こ の 終 末 か ら見 る と

， 今 は第
一

の 来臨 の 後 ， 真 理 の 探

究 と発 見 と に 努 め て い る 時 で あ る 。 ま だ 真 理 の す べ て は 見 出 さ れ て い な い
。 今

は ，

“

not 　yet　found”

の 時 ， キ リ ス トの 第
一

の 来臨 と第 二 の 来 臨 の 間 の 中 間 の

時 で あ る 。 そ れ が ま た 「真 の 闘 う キ リス ト者 」 の 時 で もあ っ た 。 こ の 中間 時 は

い ま や 「終 わ りの 時代 」 （diese　latter　ages ） （II， 557） に さ し か か っ て い る

と ミ ル ト ン は 感 じ て い る 。 だ か ら こ そ 「偉 大 な 宗教 改 革 」 （II， 555） 「宗 教 改

革 そ の もの の 宗教改 革．1（II，
553） が 期待 さ れ て い る とい うの で あ る 。

　 こ う して ミ ル ト ン の 終 末 論 に は ， 幾 つ か の 意 味が あ る 。 第
一

に 終 末 は ， 自由

と真 理 の 完成の 時 で あ る 。 創 造 に お い て 基礎 づ け られ ， 福 音 に お い て 回 復 した

自由 と真理 が
， 終 末 に お い て 完成 し， 実 現 す る 。

こ の 意味 で ミル トン は終始 ，

救 済 史 的 な 終 末 論 の 信 仰 を 抱 い て い た 。 第 二 に こ の 終 末 論 は ，

“

not 　yet

found
”

の 終末論 と して 中間時 の 中 に そ の 効力 を発揮 し て い る 。 自由 と真理 が

い まだ 未完成 で ， 探究 と 闘 い の 中 に あ る こ とが 強調 され る 。 従 っ て ， そ れ が 教

皇 制 で あ れ ， 監 督 制 で あ れ
， あ る い は ま た 長 老 制 で あ れ ， 真 理 の 全体 的 な所有
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を 主 張 す る こ と は 許 さ れ な い
。

こ う して ， 終末論が 現在 の
一

切 の 閉塞的 な 権威

に 対 して 批判的 な機能を発揮 す る 。 具 体的 に 言 う と
， 検閲制度 の 否 定が 終末論

的 に 遂 行 さ れ る わ け で あ る 。 「宗 教 改 革 そ の もの の 宗教 改 革 」 を 進 め る こ と

が ， 終末論 的権利 を与 え ら れ る 。
こ こ か ら ま た

， 真 理 の 占有 の 自己 主 張 で な

く， 「寛容 」 が 重 大 な 徳 に な る 。 開 か れ た 社会 と寛容 の 終末論 的基 礎 づ け が あ

る わ け で あ る 。 第三 に
， 終 末 に 実 現 す る キ リ ス トの 王 国 が 自 由 と 真 理 の 完 成 の

国 で あ る こ と は ， た だ 現状 の 絶対 主 義的主 張 に 対 す る 批 判 と し て 機能 す る だ け

で な く， 積極 的 に は 真 理 探究 や 教会改革 の 努 力 の 推 進 力 と な っ て い る 。
つ ま

り， ミル トン の 終末 論 は構成的 に も機能 して い る 。 真理 と 自由の 実現 に 向か っ

て 人 間 の 努力が 刺激 さ れ ， そ の 意味 が 根拠 づ け られ て い る か ら で あ る 。

　 と こ ろ で
．

ミル ト ン は 神 が 人 間 に 選 択 の 自由 を与 え て
， 誘惑 を も目前 に 置 い

た と語 っ た 。 そ れ ゆ え の 闘 い が 中間時 の 闘 い で あ り， よ り よ き も の を選 択 し
，

完成 へ と 向上 す る 闘 い で あ っ た 。 し か し ， こ れ を 人 間 主 義 的 ア ク テ ィ ヴ ィ ズ

ム
． あ る い は ミ ル ト ン の ア ル ミ ニ ア ニ ズ ム と 見 る べ き で あ ろ う か

2°）
。 そ うで

は な い
。

こ こ に 表 明 さ れ て い る の は 人 間 を単 な る 人 形 と せ ず ， 神 との 新 し い 契

約 に 積極的 に 生 き る 者 と 見 な す 生 き 方 で あ り， し か も人 間 の 能 力 主 義 で は な

く， キ リス トの 贖罪 に 基 づ きつ つ
， 人 間 の 力 を越 えて 人 間 の 再 生 を完成 へ もた

ら す 神 の 力 に 信 頼 す る 生 き 方 で あ る 。 か つ て 若 き ミル トン は そ の 詩 『コ ウ マ

ス 』 に お い て 歌 っ た 。 「徳 を愛 せ よ。 徳 の み が 自由な の だ 。 天 球 が 奏 で る音楽

よ りも も っ と 高 く ，
い か に 登 っ て い くべ き か を

， 徳 は 教 え る 。 も し徳 が 力弱 け

れ ば ， 天 み ず か らが 低 く降 っ て ， 徳 を 助 け る で あ ろ う」 （Comus ， 1019−22）

と。

　既 述 の 『ア レ オ パ ジ チ カ 』 の 終末論 の 中に も 「主 が 完全 な不 滅 の 姿 に 造 り ト

げ る だ ろ う」 と言わ れ て い る 。 神 の 力 と働 き に 対す る 終 末 論 的信頼 が
， 今 こ の

中 間時 に お け る 人 間 の 努力 の 推進力 に な っ て い る 。 現在 の 自由 の 推 進 力 と し て

の 終末論 と 言 う こ と が で き る で あ ろ う 。

　わ れ わ れ は 人 間 の 自由 の 努力 を
一

方 で 破壊 しな が ら， 自由に つ い て 意味 あ る

仕方で 語 る こ と は で きな い
。 しか し ま た ， 自由の 完成 は 人 間 の 努力 を越 え て い
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る こ と も認 識 し な け れ ばな ら な い
。 ミ ル トン は ま さ に

， 自由 の 完成が ， 人 間 の

努 力 を越 えな が ら ， そ の 努 力 を生 か す ， 「実 に 偉 大 な る配 慮 と知 恵 」 （II， 527）

の 事柄 で あ る こ と を知 っ て い た 。 こ こ に働 く神 の 力 を ミ ル トン は 「摂理 」 と呼

ん だ 。 特別 に 「神 の 高度 な摂 理 」 （the　high　providence 　of 　God ） （II，
527 ；

1
，

817） と も 呼 ん で い る 。 そ れ は人 間の 自由 を破壊 せ ず ， し か も そ れ を た だ

放置 す る の で もな い
。 摂理 は 自由 を支 え達成 さ せ る神 の 霊 的 な統治 で あ る 。 中

間 時 は こ の 　神 の 高度 な 摂理 」 の 時 と して 認 識 さ れ て い る 。 神 は 「高度 な 摂

理 」 を も っ て 「自由」 を支 え ， 訓 練の な か で 「徳」 を形 成す る 。 こ の 摂 理 の 理

解 は ， 1642年 の 「教 会統 治 の 理 由 』 か ら晩 年 の 叙 事 詩 に 至 る ま で
，

ミ ル トン の

中で 終 始 一
貫 し て い た 。 『楽 園喪失』 の 最終巻 に お い て も ， 終末 論 と結 び 付 い

て 中間時 に お け る 神 の 摂 理 が 語 ら れ て い る 。 そ こ で は
，

“

Providence　 thir

guide
”

（XII ，
647） と 歌 わ れ て い る 。 終 末 に 向 か う中間時 に お い て 「摂 理 こ

そ は 彼 ら の 導 き」 な の で あ る
。

　 ミ ル ト ン の こ の 時期 の 終 末 論 の 構成 的 な意 味 は ，
こ う して 「自由 の 完成 」 に

向 か う 「徳 の 形 成力」 と して 示 さ れ て い る 。 終 末論 的徳 の 形 成 と して ， と りわ

け 「寛容 」 と 「雅 量 」 （大 き な 心 ＝ マ グ ナ ニ ミ テ ィ ） の 意 味 が 明 ら か に さ れ る 。

真理 は い まだ 完全 に は 発 見 され て い な い
。 しか し主 は そ の ば らば らな 部 分 を全

部 統一 し て 下 さ る 。
と い う こ と は ， た だ 誰 も真 理 を所 有 して い な い と い う だ け

で は な く ， す べ て の 人 の 部分 的な 真理 の 発 見 が 尊重 さ れ ， 統合 され る と い う こ

と で もあ る 。 そ の こ と は 他者 に よ る真 理 の 発 見 を喜 び
， 互 い の 発見 と認識 を 尊

重 し て ， 「最 良 の 調 和 」 （the　best　harmony ） （II， 551） を 造 り上 げ て い く こ

とで あ る 。 そ れ が神学 に お け る黄 金 律 だ と ミ ル トン は 言 う 。 そ こ に 「寛容 」 と

「大 き な 心 」 が 重 大 な 意 味 を 持 っ て く る わ け で あ る 。 そ れ ゆ え ， 通 常 の ミ ル ト

ン の 自由の 分類 に 従 っ て ， 彼 の 第二 の 分野 を個人 ， 良心 の 自由の 領域 と して 他

か ら 区別 す る こ と は ， 表 面 的 な こ とで あ っ て ， 徳 は ， 当然 ， 共 同体 形 成 と 関係

し て い る わ け で あ る 。 真 理 は 個 々 ば ら ば ら の 人 間に よ っ て 発 見 さ れ る もの で は

な く，

一
人 一 人 の 発 見 が キ リ ス トに よ る最後 の 統

一一的 完 成の 中 に 結合 さ れ な け

れ ば な らな い
。 と す る と ， 真 理 の 部分 的発 見 を 「結合 」 （unite ） （II．

550） す
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る こ とが 重 大 で あ る 。
つ ま り

， 真 理 の 共同体的取組 み が 終末論 的 な 意 味 を も っ

て くる こ と に な る 。
こ う して ミル ト ン の 終 末 論 は

， 個 人 的終末論 で は な い
。 真

理 の 共 同体的探究の 終末論 で ある 。 そ れ は
， 「寛容」 を基 礎 づ け ， 「大 き な 心」

を育 て
， 「最良 の 調和」 に 向か っ て い く開 か れ た 社 会 の 終末論 で あ る 。 こ の よ

う に 見 る こ と が で き れ ば ，
フ イ ッ ク ス ラ ー が 『ア レ オ パ ジ チ カ 』 の 中 に 「教 会

の 意 味 で の キ リ ス トの 王 国 」 か ら 「良 心 の 意 味 で の 神 の 国」 「内 な る 神 の 国」

へ の 優先 性 の 転移 が あ る と言 い
，　 「こ の 変 化 は 決 定的 で あ っ た 」 と述 べ て い る

の は ， 行 き過 ぎた 解釈 と言 わ な け れ ば な ら な い で あ ろ う♂
D

4 ． 政治的 自由と終末論

　  キ リス ト論 的 政 治 神 学

　1648年12月 ， 「プ ラ イ ド大 佐 の 粛清」 に よ り長 期 議会 か ら長 老 派 議員 は 追放

さ れ ，
い わ ゆ る 「残部議会 」 と な っ た 。 こ れ は 1653年 の ク ロ ン ウ ェ ル の プ ロ テ

ク タ ー 制 に よ っ て 解 散 さ れ る ま で 続 く。 翌 1649年 1 月 ， チ ャ
ー ル ズ 1 世 の 処 刑

が 行 わ れ た 。 こ の 年 か ら王 政復古 （1660年 5 月） ま で ， 王 政 と と も に 上 院 も廃

止 さ れ ， 貴族 の 特権 は停止 さ れ た 。 ミ ル トン が 『王 と為政者 の 在任 』 を 出版 し

た の は ，
こ の 国 王 処 刑 の 二 週 間 後 で あ り， 『自由 共 和 国建 設 の 要 諦 』 を 著 し た

の は ， 王 政復古 の 二
，

三 か 月 前 で あ る 。 両 著 は 共 和制時代 の 最初 と最後 に 位 置

し て い る 。 『イ ン グ ラ ン ド宗 教 改 革 論 』 以 来 ，
ミ ル ト ン は 万 人 祭 司 主 義 の 内

的 な らび に 制度的徹底 を追求 し ， 市民 的政治形態 に つ い て も 「神 の 民 の ま っ

た き か つ 自由 な 選 挙 」 に よ る 「聖 に し て 平 等 な 貴 族 政」 （holy　and 　equall

Aristocracy ） （1 ， 600） を 主 張 し た 。 しか し ミル ト ン は そ こ で は ま だ王 政 そ

の も の を 明 示 的 に 拒否 す る こ と は な か っ た 。 「キ リス トの 代理 人 で あ る 主権的

君 主 」 （the　 Soveraigne　 Prince　 Christs　 Vicegerent） （ibid．） を 承 認 し て い

た 。 しか し ， 彼が 絶対主義的王 政 や
一

切 の 暴政 を拒否 した こ と は ， 既述 の コ ン

ス タ ン テ ィ ヌ ス 帝 に 対す る全 面 的否定 と彼 の 終末論 に よ っ て 十 分 うか が え る こ

とで あ る 。
つ ま り当初 ミル ト ン は ， 実質的 に 民 主制 と貴族 制 の 混合形態 に 近 い

政体 を主 張 し， そ れ と矛盾 しな い 形 で の 制限 され た 立 憲王 政 を 肯定 し て い た と
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思 わ れ る 。 彼 は 言 う。 「イ ン グ ラ ン ドの コ モ ン ウ ェ ル ス に お い て は ， 自由 で ，

教師 た ら に 左 右 され な い （untutored ） 君 主の も と で ， 最高 に 高貴 で 尊 く， か

つ 最 も賢 明 な 人 々 が ， 民 の ま っ た き 同 意 （approbation ） と賛 成 （suffrage ）

を う け て ， 国 事 に か ん し て
， 最高 か つ 最終 の 決 定 を 行 う こ と が で き る」 （1

，

599） と 。 こ れ は
， 実 権的な 王 政 の 主 張 で は な く， 形 式 的E 政 と ， 民 の 同 意 に

よ っ て 統 治 す る 実質 的 な 貴族 制 と の 結合 を意 味 して い た と 思 わ れ る 。

　 ミ ル ト ン が 土 政 否 定 を 明 確 に す る の は
， 『王 と為 政 者 の 在 任 』 か ら で あ る

。

1649年 は ， 彼 が 立憲王 政 の 立 場 か ら断固た る共和 主義 へ と劇 的 に 展 開 した 年 で

あ っ た 。 それ は す で に 実質 的 に あ っ た 立 場 の 鮮 明化 で あ っ た が ， そ の 表 明 は 激

烈 で あ っ た
。 そ の 思想 と理 論 とが 『王 と為政 者 の 在任』 の 中 に 明 らか に 示 さ れ

て い る 。 そ の 理 論 は ， 以 下 に 見 る ご と く， 自由論 を根 底 に し た 1信 託 的 契 約理

論 」 に よ っ て 展 開 さ れ て い る 。
ミル トン は こ の 政 体 論 の 展開 も ま た 「宗教改革

の 前進」 （the　progress　 of　reformation ）
LL」b

と し て 理 解 して い た 。 宗教 改 革の 内

実 と して の 福 音 に よ る 自発 的 信仰 の 自由 が ， 政 治 的 自由 へ と 外 化 し て い く 。 し

か し こ の 外 化 は ， た だ 思 想 や 理論構成 の 次 元 だ け で 実行 され る も の で は な か っ

た 。 そ れ は よ り根 本 的 に は 人 々 の 政治的 工
一

トス と し て の 「変 革 へ の 勇気 」 を

必 要 と し た 。
こ の こ と に もわ れ わ れ は 目を 向 け な け れ ば な ら な い

。 しか しそ の

前 に ま ず ミル ト ン の 政 体論 に 注 目 して み よ う 。

　 ミ ル トン の 政体 論 は や は り 自 由 論 か ら派 生 し て い る 。 彼 は
， 「あ ら ゆ る 人間

は 神 ご 自身 の 像 （the　image 　and 　resemblance （⊃f　God 　himself） で あ り
， 自由

な もの と し て 生 ま れ … … 服 従 す る た め で な く， 命 令 す る た め に 生 まれ て き た 1

（III， 198f．） と 主 張 す る 。 こ の 創 造 論 的 な 生 得 的 自由 の 認 識 が
， 彼 0）政 体論

の 出 発 を な す 。
こ 0）自由論 に 基 づ き ， ま た 「ア ダ ム に お け る 堕 罪 」 を契 機 と し

て ，

−
E と 人 民 の 間 の 相互 契 約 が 語 られ る 。

つ ま り ， 人 間 は 堕 罪 に よ り ， 互 い に

悪 と暴 力 を行 う ま で に 堕 落 し
， 全 人類 の 破滅 に い た る こ と を予見 し た 。 そ こ で

「互 い に 共 同 の 盟 約 （common 　league ） を結 び ， 相 互 に 危 害 を 加 え あ う こ と

の な い よ うに 合意 （agree ） し
，

こ の 合意に 反 対 し， あ る い は妨害 を加 え る 者

に 対 し ， 共 同 し て 自己 防 衛 に 当た ろ う と し た 亅（III， 199） と い う の で あ る 。 こ
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う して 市 ， 町 ， 共 和 国が 成 立 した と い う 。 こ こ か ら王 や 為政 者 の 定 義 が 下 され

る 。 王 や 為 政 者 と は ， 「す べ て の 人 が 執 行 し な けれ ば な ら な い 正 義 を信 任 さ れ

た 力 に よ っ て 実施 す る代理 人 」 （ibid．） で あ る 。 そ れ が
一

人 で あ れ ば ， 王 ，
二

人 以 上 で あれ ば 為 政 者 と い う こ と に な る 。
こ う し て 王 位 は ， 神 の 任 命 で は な

く， 1人 民 か ら た だ 派 生 し た もの に す ぎ ず ， 信 託 （trust） に よ っ て 人 民 よ り移

行 し ， 委 託 さ れ た 」 （III， 202） もの で あ る 。
こ こ に は 「信託」が 主 張 され て い

る の で あ っ て
，

生 得権 の 「譲渡」 は 主 張 さ れ て い な い
。 そ こ で ，

こ の 信 託 的

契約 に お い て は ， 王 が 信任 に 背 く時 に は ， 人 々 は 契約 か ら解除 さ れ る 。 「も し

私 が 相 手 に よ い こ と を す る た め に
， あ る 人 と 自発 的 な 契約 （avoluntary

Covnant） を結 び ， あ と か ら そ の 入 が 私 に 対 して 怪物 の よ うな 人 で あ る こ と が

分 か っ た 場合 ， 私 は責務 か ら免除 さ れ る 」（III， 232） と言 う 。 そ うい う 「自然

と理 性 の よ り
一

般 的 な 法 則 」 （ibid．） が こ の 契 約 に は 常 に 内包 さ れ て い る と ミ

ル トン は 主 張 す る 。 さ ら に ， 王 や 為 政 者 は ， 「法 」 の 下 に 立 ち
， 「法」 に 拘 束 さ

れ る こ と が 強 調 さ れ る 。 こ う し て 結 論 と して 以 トの よ う に 言わ れ る 。 「王 や 為

政 者 は
， 起源 的 に も 自然的 に も 自分 の 利益の た め で は な く， 人民 の 利益 を第

一

と す る こ と に よ っ て 人 民 に 対 す る 自 ら の 権威 を保有 し て い る 。 そ れ ゆ え 人民

は ， それ が 最善 と判断す る場 合 は い つ で も， もっ ぱ ら 自由 に 生 まれ た 人 間 の 自

由 と権利 （the　liberty　and 　right 　of 　free　born　Men ） に よ っ て
， 王 （や 為政

者 ） を選 ぶ こ と も拒 否 す る こ と もで き ， 任 に つ か せ る こ と も， ま た 暴 君 で な く

て も王 を廃位す る こ と もで き る」 （III， 206）。
こ こ に

， 「暴君 で な くて も」王 を

廃位 す る 自由 と権 利の 保 持 が 言 わ れ て い る こ とに 注 意 を 向 け る必 要 が あ ろ う 。

ミル トン は ま た ，
こ れ が な け れ ば ， 自 由 は 「ば か げ た ， 絵 に 描 か れ た 自 由

（aridiculous 　and 　painted　freedom ） （IiL　 236 ） に す ぎな い と 言う。
ミ ル トン

の こ の 主 張 が 世 に 出 て か ら二 年 後 に ， あ の 自然 権 の 全 的譲 渡 と抵 抗 権 の 全 面 的

否 定 を 主 張 し た ホ ッ ブ ス の 『リ ヴ ァ イ ア サ ン 』 が 世 に 出 る が ，
こ の 両 者 の 隔た

りの 大 き さ は歴然 た る もの が ある 。 そ こ に は ， 根底的 な 宗教的敬虔 の 相違 が あ

るが
， ま た政 治理 論 と終末論 との 関わ りの 相違が あ る 。

ホ ッ ブ ス は政 治 に 対 す

る 終末論 の 構成的な意味 を拒絶 し た
。

い か な る 自由論か は
，

い か な る終末論 か
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と関連 し て い る こ と は ， 逆 の 方向に お い て ホ ッ プ ス に も当 て は ま る わ け で あ

る
！3p

。

　 ミル トン は 自由論 と信託 的契約理 論 に よ る為 政者在任論 ， 共 和 主 義的統 治 論

を ， さ ら に 聖 書の 言 葉 に よ っ て 堅 固 に し 得 る と考 え た 。 そ の 際 ， 特 に ゼ ベ ダ イ

の 子 等 に 対 す る主 イ エ ス の 言葉が 繰返 し強 調 され る 。 それ は 十年後の 『自由共

和 国建設の 要諦 1 に も引 き継 が れ た 。 そ れ に よ れ ば ， キ リ ス トが ゼ ベ ダイ の 子

等 に 対 し 「支配 と奉 仕 」に つ い て 語 っ た 時 ， キ リ ス トは 市民 的統 治 の こ と を

語 っ て い た とい う 。
つ ま り， キ リス ト に 従 え ば

，
こ の 世 で 仕 え ず 支配 す る の は

異 邦人 の 行 き方 ，
つ ま り王 政 は 「異 教 的 な模倣」 （Gentilish　imitation） （VII，

364） だ と言 う の で あ る 。 こ う し て
， キ リス トの 奉 仕 と 犠牲 に よ る 王 政 否 定 が

主 張 さ れ る こ と に な る 。 そ こ で
， 「わ れ わ れ の 救 い 主 ご 自身 に よ っ て 推薦 さ

れ ， あ る い は む し ろ 命 令 さ れ た 」 の は 「自由共 和 国 」 （afree 　 Comm （m −

wealth ） で あ っ て ， 「自由共和 国以 上 に キ リ ス トの 教 え に 近 い 政 府 は な い
。 な

ぜ な ら そ こ で は ， 最 も偉 大 な 人 が 終 身 的 な 奉 仕 者で あ り
， 自 ら の 犠牲 と義務 に

よ っ て 公衆 に 対 す る苦 役人 で あ るか ら 」 （Vll， 366） で あ る と言わ れ る 。 か つ て

の 「キ リ ス トの 代理 人 と し て の 地 上 の 王 」 に つ い て は
，

も は や … 切 語 ら れ な

い
。 逆 に

， キ リ ス トは 教 会 に 代理 人 を 残 さ ず ， ご 自身教 会 の 唯
一

の 首長 と し て

大 か ら 統 治 し て い るが
， 同様 に ［国 家 に も キ リ ス トか ら出 る代 理 に つ い て

， そ

の 命令 の 影 さ え も残 さ な か っ た 」 （VH， 364） と明 言 さ れ る 。 キ リ ス ト こ そ が

「わ れ わ れ の 唯一
の 待 望 さ れ る王 」 （VII， 374） で あ る 。 王 な る キ リス ト ，

つ ま

り キ リ ス ト ク ラ シ ー が こ こ で は地 上 の 王 政 を否 定 す る 。 キ リ ス トの 言葉 と
， 隠

れ て は い る が 現 に 働 い て い る キ リ ス トの 支 配 に よ る ， 王 政 の 否 定 で あ る 。
こ れ

は ， キ リス ト論 的 な 王 政 否 定 と キ リス ト論 的 な 自由共 和 国 の 基 礎 づ け と言 っ て

よ い で あ ろ う 。 そ れ が 自由 と 理 性 に よ る 共 和 制 の 基 礎 づ け と結 合 さ れ て い るわ

けで あ る 。 イ ン デ ィ ペ ン デ ン トの セ オ ク ラ シ ー が 近 代 デ モ ク ラ シ ー の 成立 に 貢

献 し た と い う トレ ル チ の 認 識 は ， ミ ル ト ン に お い て 実証 さ れ て い る わ け で あ る 。

　 ミ ル トン の 政 治神学 の 激越 さ は ， 『王 と為政 者 の 在 任』 に お い て ， た だ 「王

を 廃 位 す る 自由 」 を主張 した だ け で な く， 「暴 君 処 刑 の 正 当性 」 を も論 じ た 点
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に あ っ た 。 しか し こ れ は ， あ くま で も 「法 と理 性」 の 立 場 か ら
， 王 の 所業 もま

た ， 他 の 人 間 か ら の 例 外 と さ れ る の で な く ， 法 の 支 配 の 下 に 服 し， 法 に よ る裁

き を免れ る もの で は な い と い う ， 法の 理 性的原理 の 貫 徹 の 結果 で あ っ た 。 そ の

当否 が 問わ れ る とす れ ば ， そ の 法 の 裁 き の 内容 の 適 正 さ の 問題 で あ っ て ， 原理

そ の もの の 問題 で は な い と思 わ れ る 。 しか し ミル トン は さ ら に 言 う。 「王 を死

刑 に しなか っ た こ とが プ ロ テ ス タ ン ト国家の 光栄 で は な い し
，

また そ うで あ っ

て は な ら な い 。

… …
も し議 会 お よ び 軍 事評 議会 が 先例 な し に そ の 行 為 をす る と

す れ ば ，
また そ れ が 彼 らの 義務 で あ る こ とが 明 ら か で あ れ ば ， そ れ を行 う人 々

が 自分 た ち こ そ 他者 に 対 して 先人 で あ り得 る こ と を知 る こ とは ， 英 知 ， 徳 お よ

び 雅量 を証 明 す る こ とで あ る」 （III， 237） と 。
つ ま り ， 国王 の 処 刑 は ， 法 の 支

配 と い う原 理 の 適応 の 結果 で は あ る が
， しか し原 埋 の 適 応 を先例 な し に 遂 行 す

る た め に は
， 精 神 的 ， 倫 理 的 エ ネ ル ギ ー が 必 要 に な る 。 倫 理 的 工 一 トス を 欠 い

て ，
こ の 原理 は 歴 史 化 す る こ と が で き な い 。 法 の 原 理 も 自由共 和 制 もそ れ を歴

史 化 さ せ る エ ー トス な し に は 画 餅 に 終 わ るわ け で あ る 。 ミル トン は こ れ を可能

に す る精 神 と倫 理 を 求 め た 。 そ れ が 「英 知 」 （wisdom ） と 「徳 」 （vertue ） と

「雅 量 1 （magnanimity ） で あ っ た 。

　  自由の 制 度 と徳 の 教育

　 そ れ で は 自由共和制 の 政体 と して ミル トン は具体的 に どの よ う な政治 シ ス テ

ム を構 想 し た で あ ろ う か
。

ク ロ ン ウ ェ ル の 死 後 ， 再開 され た 残 部会議 は 混 乱

し， 無政府状態 の 色彩 を 強 め た 。 そ う し た 中 で 王 政 復 古 を求 め る声 が 次 第 に 高

ま っ て く る 。 共 和制 が 瓦解 し て い く音 を耳 に し な が ら
， 失 明 の 中で ミ ル ト ン

は
，

『自由共 和 国 建 設 の 要 諦 』 を著 し， な お 共 和 制 擁 護 の た め に ， そ の 政体 の

具 体 的構想 を述 べ た 。 そ こ に 簡潔 に 示 さ れ た ミル トン の 構想 を 見 て み よ う 。 ミ

ル トン は ， 「あ ら ゆ る 正 し い 自由 な 政府 の 基 礎 と 十台 は ， 極 め て 有 能 な人 々 に

よ る総 合評 議会 （general　councel ） で あ る 。
こ れ は 国 民 に よ っ て 選 任 さ れ た

人 々 が 公 共 の 事 柄 を そ の 時 に 応 じて 公 共 の 善 の た め に 協議 す る 。
こ の 大 評 議 会

（Grand 　Councel） に 主 権 は ， 譲 渡 （transfer ） さ れ ず ， た だ 委 任 （delegate）

さ れ る だ け で ， い わ ば預 け られ て （deposit）い る の で な けれ ばな ら な い 」
24）

と
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言 う。 こ の 総 合評 議 会 な い し大評議会 が ， 陸 ・ 海 軍の 兵 力 を委託 され ， 国庫の

管 理 に あた り， 立 法 と外 交 を行 う。 ミル トン は こ の 総合評議会 を ， 国民 選 挙 に

よ っ て 「正 し く選 ばれ る 」 と い う条件 の 下 に 「終身制 1 に す る こ と を提 案 し

た
。 自由 と 国民 主権 を主 張 し ， 王 や 為政 者 を 廃位 す る 自由 を 主張 した ミ ル トン

と し て は ， 終 身制 総 合評 議 会 の 構想 は ， 自己矛 盾 ， あ る い は貴族 制の 残 滓 を残

す 不徹 底 な もの と して し ば し ば批 判 さ れ る 。
ミ ル トン は ， そ の 際 ， 有能 な 人々

を改選 に よ っ て 失 い
， 共和国 の 基盤 が 不安 定 に され る こ とを恐 れ た 。 グー チ は

「彼 （ミル ト ン ） を終 身 評 議員 の パ ラ ド ッ ク ス に 導 い た もの は ， 民 族 が よ り高

度の 文 明 に 前進 す る 特 別 の 好機 と彼の 仲間 の 未熟 さ と の 問 の 食違 い の ひ ど さ で

あ っ た 」
P

と述 べ て い る 。 時 に ミ ル ト ン は ， ク ロ ン ウ ェ ル な き あ との 混 乱 の 中

で 「自由 な 選 挙 」が 王 政復 古 派 の 勢力拡大の 機会 に な る 矛 盾 を感 じ と っ て い た

の で あ る 。 こ れ は， 近 代の 自由 とデ モ ク ラ シ
ー が 自由選 挙 そ の もの を通 して 崩

壊 す る と い う ， こ の 後 何度 も経験 さ れ る 自由 の ジ レ ン マ で あ っ て ， ミ ル トン は

すで に こ の ジ レ ン マ に 直面 して い た わ け で あ る 。 問題 は 自由 の エ ー トス の 未熟

さ ， デ モ ク ラ シ ー の 成 員 の 未 熟 さ で あ る 。 こ の 未 熟 さ に 対 す る 不 安 を，「人 民 に

対 す る
一

種 の 蔑 視 観 」
”t｛／

と同
一

視 して よ い か ど うか は
， 疑問で あ る 。 自由が 自

由の 制度 を通 し て 崩壊 す る と い う ジ レ ン マ を ど う 克服 す る か とい う難 問 は ， 地

ヒに お け る 自由 そ の も の の い わ ば本質 に 属 して い る で あ ろ う 。 こ の 問題 と の 関

わ り に お い て こ そ ミ ル ト ン の 制 度 構 想 の 丁 夫 も ま た 理 解 さ れ な け れ ば な ら な

い
。 し か し ま た ミ ル ト ン は ， 制 度論 と は 別 に 「教 育 」 と い う 活 路 も

．
考え て い

た 。 1自由共和 国建 設 の 要諦 1 に お い て 彼 は 言 う 。 1最 も相 応 し い 選 挙 人 と統治

の た め に 最 も相 応 し い 被選 挙 人 を生 み 出す た め に は ， わ れ わ れ の 腐 敗 し た 誤 っ

た 教 育 を 改 善 す る こ と で あ る 尸 と 。 ミ ル トン が イ ン グ ラ ン ド国 民 を ど う理 解

した か と い う 問題 は ， 彼 が 置 か れ た 状 況 の 激 変 と と も に 変 化 （イ ン グ ラ ン ド国

民 選 民観 と そ σ）変 化 ） して い る興 味 あ る 問題 で あ る。 しか し ミ ル ト ン は も と も

と詩人 と して の 自己 の 生涯 の 使命 を国 民教育 の 中に 見 出 し て い た
。

こ の 使命 は

国民 に 対 す る 「蔑 視 」 と は両立 しが た い と言 わ な け れ ば な ら な い で あ ろ う 。

　 しか し い ず れ に せ よ ， 自由 は 自由 の 制 度 だ け で は 可能 に な ら な い
。 自由 に
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は ， 制度 を生 み だ す と と もに ， そ れ を運用す る人 間の 魂の 問題 ，
エ ー トス の 問

題 が 不 可 欠 な 問題 と し て あ る か らで あ る 。 王 政 か ら 自 由 共 和 制 へ の 移 行 に つ い

て も， 「変 化 を恐 れ 亅「尊 厳 に し て 偉 大 な 仕事 を 日前 に し て 大 き な 罪 に 陥 っ た か

の よ うに ， ほ と ん ど震 え お の の くよ うで は」 （III， 194）， そ の 移行 は 不 可 能 で

あ る
。 日本 の 知 性 に と っ て も

，
こ の 「恐 れ 」， 権威 へ の 恐 れ ， 変化 に 対 す る 恐

れ を ど う克服 し得 るか と い う問題 が あ る で あ ろ う。 近代化 は 「勇 気」 の 問題 だ

と い う R ．ベ ラ ー の 指 摘 は ， 日本 の 知 性 の 根 本 問題 を突 い て い る よ うに 思 わ れ

る 。 ミル トン もま た 「変 革 を恐 れ ぬ 勇 気 」 を 求 め た 。 な ぜ な ら， 王 政 の 根本 に

は 民 の 「精神 の 虚弱」 （III， 192）が あ る と見 た か らで あ る 。 王 政 は国民 の 心 を

「羊 の よ う に ひ ど く臆 病」 （sheepishest ） （VII， 384） に し て い る 。
こ れ に 対 し

ミル トン は
， 共和 制 の エ ー トス と して 「大 き な心 」 と 「勇気」 を強調 し た 。

ミ

ル トン の 自由論 は ，
エ

ー
トス 論 と し て は マ グ ナ ニ ミテ ィ 論 で あ っ た 。

こ の 徳 の

背 後 に 信 仰 的 ， 宗 教 的 確 信 が あ る こ と は 言 う ま で も な い
。

そ れ は
， 厂

：E を 退

け ， 神 を た だ ひ と りわ れ わ れ の 指 導者 ， 至 高 の 統 治者 とす る 」 （III， 236）確信

的信 仰 ， 自発 的 ， 良 心 的 で ， 主体的 な確信の 信仰 で あ る 。 宗教改 革的信仰 に よ

る 徳 の 形 成 が ， 自 由共 和 国 の 国 民 の 内的 主体 性 を 形 成 し な けれ ば な ら な い
。

こ

れ は ま た 教育 の 課 題 で もあ っ た 。 英 知 と 徳 と マ グ ナ ニ ミ テ ィ の 教 育 を欠 い て 自

由 の 共 和 国 的形 成 は 不 可能 で あ っ た 。

　 しか し も う
一

度 ミル トン の 制 度論 に 論 述 を 戻 さ な くて は な ら な い
。 ミル トン

は
， 終身評 議員制 に 対 す る 不信 を取 り除 くた め

， そ して 「国民 の 自由 の 確保 」

（the　securing 　of 　thir　libertie） の た め に ， あ ら ゆ る 州 の 主 要な 町 に 数個 の 「通

常集会」 （ordinary 　assemly ） を設 け る こ と を提案 し た 。 ま た 町 を合 わ せ て 市

と し，
そ こ で は 高潔 な 者 た ち や 主 だ っ た ジ ェ ン ト リー が 司 法 ， 行 政 を司 る 。

そ し て す べ て の 州 で 「総 合 集 会 」 （general　assembly ） が 行 わ れ る 。 こ れ に

よ っ て 「あ ら ゆ る 州 が
一

種 の 従 属 的 な 共 同 体 （subordinate 　Commonalty 　 or

Commonwealth ）」
L’8）

と し て 形 成 さ れ る と い う 。 つ ま り ミル ト ン は 地 方 共 同 体

の 充実 を 期待 し た わ け で あ る 。 そ の よ うに し て 彼 は ， そ こ に 良 心 の 自由 と市民

的 諸権利 ， な らび に 各 人 の 向上 の 自由が 達成 され る場 を確保 し よ う とした 。
こ
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の ミ ル トン の 構 想 は な お さ ま ざ まな 解釈 の 問題 を 残 し て い る
ビ
  し か し こ の

制 度 構 想 は ， ミ ル ト ン が そ の 二 十 年近 く前 に ， 教 会 統 治 の 制度 と し て 構想 し た

もの と類似 し て い る 。
そ こ で は ， 各地 の 「教 会会議 」 （consistory ） と ， 重 要

地 域 で の 小 さ な 「教 区 会 議」 （synod ） が 語 られ ， そ の 上 で 「総 会 」 （general

assembly ，

　general 　Presbytery） が 語 ら れ て い る 。
コ ン シ ス ト リ は 長 老 派 教 会

の 教会会議 を思 わ せ る もの で ， 牧師 と長老 か ら構成 され る と考 え られ る 。
こ の

類比 か ら す る と
， 「通 常集 会 」が 機 会 的 な 意味 で キ リ ス ト者 全 員 の 参 加 を構想

し た か ど うか は 不 明 で あ る 。 お そ ら く全 員 の 選 挙 を 経 た 代 表 会 議で あ っ た で あ

ろ う 。 ミ ル ト ン は 「知 識 と 敬 虔」 の あ る 「信 仰 的 キ リ ス ト者」 （faithfull

Christian） を資格 あ る 者 と 考 え て い る （1 ， 789）。 しか し い ず れ に せ よ ，
ミ

ル トン が 各 地 域 の 集 会 と教 会 会 議 を重 視 した こ と に は 疑 い が な い
。 「キ リス ト

教 界 を
一

つ に す る の は ， 諸 会 議 に よ っ て で あ る 」 （1 ，
791） と ミル トン は 語 っ

て い る 。 ミ ル トン の 制度論 の 意 図 は ， 身分制 的貴族制 の 擁護 で は な く ， 一ヒ意 下

達 の 中央集権的寡頭 制 の 樹立 を 構想 す る こ とで もな か っ た 。 そ う で は な く， そ

の 構想 は む し ろ ， 各地 の 従属的 な 共 同体 の 独 自性 を守 り ， そ の 中で の 自 由 の 実

質的実現 を重 視 す る ， 地方重 視 の 構想 で あ っ た と 言 う べ きで あ ろ う 。 終身制総

合評 議 会 の 構 想 で も ， そ こ に 主 権 は譲渡 さ れ て は い な い の で あ る 。

　   共和制的終末論

　 こ の 制度 の 構 想 に よ っ て ミ ル ト ン は ， 「国中 に 平 和 ， 正 義 ， 盛 ん な 交易 と繁

栄 が 続 い て 起 き る 」 こ と を 期 待 し ， そ れ ら が 「キ
1
丿ス トの 来臨 に ま で 続 く」

（VII， 374） と期待 し た 。
こ こ に 彼 の 政治論 も ま た

， 終末論 と 関 係 し て い る こ と

が 読 み 取 れ る 。 そ こ で わ れ わ れ は ， ま ず ， 1649年 と 1660 年 の 二 つ の 論文 か ら ミ

ル トン の 終末論的 表現 を と り出 して み よ う 。

　 『王 と 為 政 者 の 在任』 に は 以 下 の よ う に 記 さ れ て い る 。 「わ れ わ れ の 唯
一 の

王 ， ダ ビ デ の 祖 で あ る彼 （キ リ ス ト）， そ の 王 国 が 永 遠 に 義 で あ る 彼 ， 彼 の 下

で 闘 うす べ て の 人 々 ， そ の 幸福 と最 後 の 希望 を唯
一

の 正 に して 義な る王 国に 置

い て い る す べ て の 人 々 と と もに ，　　 わ れ わ れ は ，
こ の 王 国 が 間 も な く来 る よ

う に 休 ま ず 祈 り ， そ う祈 りつ つ
， す べ て の 暴君 に 対 して す み や か に 破 滅 と破 壊
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が来 る ように願 っ て い る　　一しか りわれわれ の 不滅の王 で ある彼 と
， 彼を愛す

る す べ て の 人 々 と が ， 当然 ，
こ れ ら

… … （暴 君 ） を廃す る に 違 い な い 」（III， 2

56）。 ま た ， 『自由共 和国 建 設 の 要 諦 』 に は こ う あ る。 「そ れ ら （終 身制 総 合 評

議会 に よ る平和 ， 正 義 ， 盛 ん な 交易 と繁栄） は ，

一 も し神 が わ れ わ れ を慈 し

み ， わ れ わ れ の 強情 な 罪 が 神 を 怒 らせ る こ と が な け れ ば 一 わ れ わ れ の 真 に し

て 義 な る 王 ， また 唯 一 待 た れ る べ き王 の 来臨 まで 続 くで あ ろ う 。 彼 は わ れ わ れ

の 唯
一

の 救済者 ， メ シ ア ， キ リス トで あ り， 彼 の 永 遠 の 父 の 唯一 の 継承 者 ， 父

に よ っ て 油 注 が れ ， 定 め られ た 唯
一

の 方 ， わ れ わ れ の た め の 贖罪 の 働 き を終 え

て以 来 ， 全人 類 の 普遍的な 主 で あ る」 （VII， 374） と。

　い ずれ に も キ リス トの 再 臨 に よ る キ リス トの 王 国の 完成 の 終 末論 が 記 され ，

同時 に それ が 共和制 との 関連 に お い て理 解 さ れ て い る 。 もち ろ ん事態に さ ら に

密 着 して 検 討 す れ ば ， そ れ ぞ れ の 状 況 の 文 脈 は異 な っ て い る 。

一 方 は チ ャ
ー ル

ズ 1 世 の 処 刑 に よ る 共 和 制 へ の 移行 の 時 で あ り
， 他 方 は ， ク ロ ン ウ ェ ル の 死

後，
プ ロ テ ク タ

ー政権 の 崩壊 ， 再招集 さ れ た 残部 会議の 混 迷 と王 政復 古の 風 潮

の 高 ま る危機 の 時 で あ る 。 『自由共和 国建 設 の 要諦』 の 末 尾 で は ， 「極 め て 困 難

な時代 に あっ て」，
これ が 「わ れ われ の 終わ ろ う とす る 自由の 最後 の 言葉 で あ

る と して も」
雪ω

と ミル トン は 書 い て い る 。 前者で は キ リス トの 再臨 は ， 王 政廃

止 と暴君処 刑 に 関連 し ， 後者 で は ， 真 に 「唯
一

待 た れ るべ き王 」 の 強調 は ， 地

上 の 王 政復 古 で な く， 共 和制 の 存続 と 関連 さ せ られ て い る 。 しか し い ず れ に せ

よ ，
ミ ル トン の 終末論 は 自由共 和 制の 樹立 や 存続 と関連 して い た 。

フ ィ ッ ク ス

ラ ー
は ， 「キ リス トの 来臨 まで 続 く」 と い う言葉 の 意 味 は ， 「破 壊 的 変 化 に 対 す

る 現 象 的 耐 久力 」 を 表 し て い る と理 解 す る
ll）

。 し か し た だ 現 象 的耐 久 力 だ け

で は な く， 終末論的象徴性 を も っ た 「終末論的耐 久性」が そ こ で は 主張 され て

い る の で は な い で あ ろ うか 。 ミル トン に お い て 自由共和制 は終末論的象徴性 を

帯 び ， 終 末 論 は 自由共 和 制 の 実 現 と継 続 の 超 越 的 拠 り所 と し て 理 解 さ れ て い

た 。 キ リス トの 第二 の 来臨 は 待 た れ て い る 。 しか しキ リ ス トは す で に 王 で あ

り ， キ リス トの 王 国 は 現在 ， 隠 さ れ て い る 。 こ の こ とが
一 力 で 王政 の 終 焉 を告

げ る力，
王 政批判の 力 の 根拠 とな っ て お り， 他 方 で 自由 と 止 義 の 実現 を 告 げ ，
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共和制建設 の 霊的支 えに な っ て い るわ け で あ る 。 1649年で は 終末論 は
，

よ り多

く現 状 を打 破 す る 「変 革 へ の 勇気」 の 超越 的 根 拠 で あ り，
1660年 に は よ り多

く， 共 和 制 崩壊 を 食 い 止 め る 「節 度 （temperance ） と正 義 」 の 根 拠 で あ っ

た 。 そ こ で は 「気 ま ぐれ （fickleness）や 移 り気 （fluxible　fault）」 （VII， 372

f．） が 特 に 戒 め られ て い る 。 こ う し て い ず れ に せ よ ミ ル ト ン の 終 末 論 は 共 和 制

建 設 の 形成的推 進力 の 源 泉 と して 機 能 した 。 既述 した よ う に フ ィ ッ ク ス ラ ー
は

ミ ル ト ン の 終 末論 の 変化 を強 調 し て
， 1660年 に は 「切 迫 し た 希 望 」 は 後 退 し て

い る と 見 て い る 。 革 命 の 推移 ， そ の 状 況 の 激 変 に よ っ て ミル トン の 終末論 的表

現 に 微妙 な 差 が 生 じ て い る こ と は 確 か に 否定で き な い
。 しか し ミル トン の 終末

論 は
， キ リ ス トの 来 臨 の 希 望 に 基 づ い た 自由 の ま っ た き 実現 の 推進 力 と し て 社

会 的終末 論 で あ っ て ， す で に 現在 の た だ 中で
， 批判 的な らび に 形 成 的 な 力 の 源

泉 と し て そ の 有効 性 を発 揮 す る 終末論 で あ っ た 。 こ の 基 本 的 事 態 に お い て ， そ

れ は 変 化 の な い
一

貫 した 終 末 論 で あ っ た と言 っ て よ い で あ ろ う 。

5 ． 敗退 な き挫 折の 終 末 論 的 秘 密

　王 政復 占 （1660年 5 月） の 時 ，
ミ ル ト ン は 51歳 ， 両眼 失 明 後 8 年で あ る 。 彼

が な ぜ ， し ば ら くの 投 獄 の 経 験 は あ っ た に せ よ ， 王 政復 古 期 を 生 き延 び る こ と

が で き た の か
，

い くつ か の 理 由 の 憶 測 は あ る
Vl

。 しか し い ず れ に せ よ
，

ミ ル

トン は ， 以 後 ． 1674年 に 65歳 で世 を去 る ま で ， 念願 の 詩 業 に 復 帰 し ， 大作 『楽

園喪 失 」 さ ら に 『楽 園回復』 『闘士 サ ム ソ ン 』 な ど 雄 大 な ， ま た 信仰 の 深 み に

根 ざ し た 叙 事 詩 を残 した 。 彼 は教 会 改 革 と共 和 国建 設 に よ る 自由 の 形 成 に は 挫

折 した 。 し か し 『闘士 リ ム ソ ン 』 の
一

節 は ， 彼 自身 に も当 て は ま る の で は な い

か 。

“

Nothing　is　here　for　tears　nothing 　to　wail ．
”

（1721） 一 こ こ に は ， 涙 を流

す 理 想 は な い
。 嘆 き悲 し む ， 理 由 も な い

。

　 ミル ト ン に 挫折 は あ っ て も ， 敗 退 は な か っ た 。 ミル トン の 膨大 な 詩文 の 研 究

は こ こ で の 課題 で は な い
。 た だ 本 論 の 最 終部分 と し て ，

こ の 挫折 して も敗 退 し

な か っ た 詩 人 の 根本 に あ る 宗教的 秘密 の
一一

端 に 注 目 した い と思 う 。
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　 ウ ェ
ー バ ー は

， 『プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム の 倫 理 と 資本 主義 の 精 神 』 の 中 で ミ

ル トン の 『楽園喪失』 とダ ン テ の 『神曲』の それ ぞ れ の 最終部分 を比較 し，
ミ

ル トン の 中の 「ピ ュ
ー リ タ ニ ス テ ィ ッ シ ュ な 厳 粛 き わ ま りな い 現 世 志 向 ， す な

わ ち 義務 と し て の 世俗 内 の 生活 の 評 価 の 極 め て 強力 な表現 は
， 中世 の 文筆 家の

口 で は 不 可 能 で あ ろ う こ と は ， 誰 もが た だ ち に 感 じ取 る 」
’：1）

と述 べ た 。
こ の

相 違 を ， ウ ェ
ー バ ー は 周 知 の よ うに ， 宗教的 な 動機 の 違 い に 求 め

，
ピ ュ

ー リタ

ニ ズ ム に お け る宗教 的心 理 的駆動力 の 源泉を予定説に よ る心 理 的不 安 に 辿 っ て

い っ た 。 しか し ， 少 な くと も ミル トン 自身 に こ の ウ ェ
ー バ ー の 仮 説 が 当 て は ま

ら な い こ とは ， 議 論 の 余 地 が な い 。 ウ ェ
ー バ ー が 注 目 した の は ， 次 の よ うな節

で あ る
。 「安 息 の 地 を選 ぶ べ き世界 は 眼 前 に 広 が る 。 摂 理 こ そ 彼 らの 導 き 。 」 あ

る い は ， ま た 「こ の 楽 園 を 去 る を厭 う こ と は な い 。 汝 の 中 に 楽 園 を ， は る か に

幸 い な 楽園 を （Aparadise 　within 　thee
，
　happier　farr）与 え られ る だ ろ う」。

ウ ェ
ー バ ー が こ う した 箇所 に ，

こ の 世界 に 対 す る 厳 粛 な 関心 と そ の 逞 しい 表現

を 見 た こ とは 適切 と 言うべ き で あ ろ う。 しか もそ れ が ， あ の 挫折後の ミル トン

に お い て で あ っ た こ と に ， わ れ わ れ は さ らに 注 目す べ きで あ ろ う 。
ミル トン の

晩 年 の 詩業 に お い て ， 歴 史的現 実 の 悲劇性 の 感覚 と， 世界 に 対 す る積極的関

心 ，
な らび に 地 上 の 将来 に 対 す る 希 望 が ，

い わ ば逆 説 的 に 結 合 し て い る 。 そ の

秘密 は ， 彼 の 強 靱 で 深 遠 な 宗教 的認 識 と敬 虔 の 全 体 に あ る と 言 うべ き か も しれ

ない
。 そ の 意味 で は ，

ミル トン の 神 理 解 ， キ リ ス ト理 解 ， 救済 理 解 な ど
34
  彼 の

キ リス ト教理 解 の 全貌が 明 らか に さ れ るべ き と も思 わ れ る 。 し か し そ う した 関

連 の 中で ミル トン の 終末論が 晩年 に お い て もな お 決 定的な 仕方 で ， 彼の キ リス

ト教 的生 を支 え た こ と は明 らか な よ うに 思 わ れ る 。 そ こ で
，

ミ ル トン の 詩 文 に

現 わ れ た 終末 論 的表 現 に 注 目す る こ とが ， や は り こ こ で の 課 題 とな る 。

　 ウ ェ
ー バ ー が 注 目 し引 用 し た 詩文 に は ， 「汝 の 中 な る 楽園 ， は る か に 幸 い な

楽園 」 と い う言葉 が 見 られ る 。 そ れ が こ の 世界 に 生 き る 生 の 支 え を 示 して い

る 。
こ れ は い っ た い 何 で あ ろ う か

。
そ れ は ， 終 末 論 の 「内面 化」 そ し て 厂現 在

化 」 を意味 す る の で あ ろ うか 。 トレ ル チ は彼 の 宗 教 共 同体 の 三 類 型 と終 末論 の

関係 に つ い て 語 り， ゼ ク テ に は 千 年王 国 説の 傾向が あ る が ， 神秘 主義 に は 「わ
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れ わ れ の うち な る 神の 国 」 が あ る と 語 っ た
35）

。 1660年以 降 の 非 国教 徒 弾 圧 の

中で
，

ピ ュ
ー

リタ ン 左 派 の 過激派 は ， 国外 に 移 住 し
， あ る い は 流刑 さ れ た が ，

ク ェ イ カ ー の よ う に 激 し い 弾圧 を受 け て ， 内面 的 宗教 の 中 に 沈潜 し た も の も

あ っ だ
b〕

。
ミ ル トン の 中 に も こ の 内面 化 が 起 こ っ た の で あ ろ うか 。 そ れ を否

定 す る必 要 は な い で あ ろ ケ
汀｝

。 しか し ミ ル トン 晩 年 の 終末論 に は た だ 終末論

の 内面 化 と現 在 化 で は 説 明 が つ か な い もの が 残 っ て い る 。 ま た ， ま っ た くの 内

面 化 と受 け 取 る と ， 歴 史 の 悲劇的経 験 に もか か わ ら ず ， ミル ト ン に お け る あ の

世 界 の 肯 定 と未来 の 希望 の 表 明 が な ぜ 可 能 で あ っ た の か 理 解 で き な く な る 。

　 す で に 紙 幅 も尽 き て い る の で ， 詳 細 な 引 用 を省 き ， ミ ル ト ン 晩 年 の 終末論 の

特質 を
一

瞥 す る に 止 め な け れ ば な ら な い
。 まず第

一
に ， ミル トン の 終末 論 は ，

依 然 と し て 到来 す る神 の 終 末 論 で あ り続 け た 。 『楽園喪失』 第十 二 巻 に は ， な

お キ リス トの 再 臨 ， 最 後 の 勝 利 の 口 の 到 来 が うた わ れ て い る 。 例 えば 次 の よ う

で あ る 。 「か く して ， 屈 す る こ と な く霊 と 真 理 の 礼 拝 に 生 き る も の す べ て に ，

激 し い 迫害 が 起 こ る で あ ろ う。 そ れ よ りは る か に 数 の 多い 残 りの 者た ち は
， 外

的儀 式 と体 裁 の 形 式 を 守 れ ば 宗教 の こ と は 十 分 と考 え る だ ろ う 。

… … 善人 に は

悪意 を も っ て
， 悪 人 に は親 切 に ，

こ の 世は 自 ら の 重 荷 に うめ きつ つ 進 む 。 しか

し そ れ は ， 正 し き者 に 安 息の 日 ， 邪 悪 な 者 に 復 讐 の 日が 現 れ る 時 まで で あ る 。

そ の 日 は
， 汝 の 助 け と し て 約 束 さ れ た 女 の 末 ， 汝 の 救 い 主 ， 汝 の 主 の 帰 り来 る

時 で あ る 」 （XII −531　ff．）。 あ る い は また こ う も うた わ れ て い る 。 「そ の 時 ， 大

地 は こ と ご と く楽 園 とな ろ う 。
エ デ ン の 地 よ り は る か に 幸 い な地 ，

は る か に 幸

い な 日々 に な る 1 （XII −463　ff．） と n こ の 将来的終末論 ， そ して キ リ ス トの 到

来 の 終末 論 は ミル トン に 終始
一

貫 した もの で あ っ た 。 た だ し ， そ の 到 来 の 期 待

は こ こ で は 切迫 した 仕方 で 表 明 され て い る と は 言 い 難 い
。 む し ろ 中間時 の 闘い

が 継続的 な も の と し て 覚 悟 さ れ て い る 。 し か しそ れ に もか か わ ら ず ， 神 の 到 来

の 終 末 論 は 決 定的 で あ る 。
こ の 終末論 を真剣 に 胸 に 抱 い た な ら， 人 間 は決 し て

厭世的 に な る こ と は で き な い
。 「す ぐに 来 る」 と い う感覚 は 後退 して い る 。 し

か し例 え ば 『闘 士 サ ム ソ ン 』 に は ， 「思 い が け な く帰 っ て 来 る 神」 へ の 信仰が

表現 さ れ て い る 。 「神 は しば し ば御顔 を隠 す よ うに 見 え る けれ ど も， 思 い が け
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ず 帰 っ て 来 る （But　unexpectedly 　returns ）。 そ して 彼の 忠実 な戦 士 の た め

に ， 適切 な 仕方で ， 輝 か しい 証 しを立 て て くれ た 」（1749ff．） とそ こ で は うた

わ れ て い る 。
こ の 「思 い が け ず 帰 っ て くる神」 へ の 信 頼 に お い て ， 『闘 士 サ ム

ソ ン 』の 最終部 分 は
“ All　is　best”

と うた わ れ ，

“

And 　ever 　best　found 　in　the　clo

se
”

（1745　ff．） と う た わ れ る 。 同 じ よ う に
， 『楽 園 回 復 』 の

一 節 に も注 目 した

い
。 「神 は 見捨 て は な さ ら な い 。 あの 方 （キ リス ト） を取 消 し に した り， 呼 び帰

し た りは な さ ら な い
… …

わ れ わ れ は ま もな くわ れ ら の 希望 ， わ れ らの 喜びが

帰 っ て 来 る の を見 る だ ろ う」 （II，
54　ff．）。

こ の 到来 す る 神 ， 到来 す る キ リス ト

の 希望 と 信頼 に お い て
， 「わ れ わ れ の 恐 れ は す べ て 神 の 摂 理 に ま か せ よ う」

（II−53） と言 わ れ る 。 挫 折 に あ っ て 厭 世 に な ら な い 宗教 的秘密 ， 少 な く と も

そ の 重 大 な 理 由の 一
つ は

，
こ の 「到来 す る神 」 の 終末論 に あ っ た と 思 わ れ る 。

　 ミ ル トン 晩年の 終末論 は 第二 に
， 単 に 内面 化 で は な く， 依 然 と し て 社会 的で

あ る 。 そ の こ と は
，

す で に 引 用 の 箇所 に 示 さ れ て い る が
， 『楽 園喪 失 』第 十 二

巻 の 次 の よ う な 箇 所 に も明 らか で あ る。 「暴 君 た ち は
， 不 当 に も し ば し ば 人 間

の 外 的自由 を 奪 う 。 暴 政 は 避 け が た い
。 しか しそ の た め に 暴君 が 責任 を逃 れ ら

れ る わ け で は な い 」 （XII ， 94　f．）。 あ る い は ま た ， 『楽 園 回 復 』 第 二 巻 の 王 に つ

い て の 深 遠 な 箇所 （そ こ で は ， 国民 を真 理 に 導 き ， 神 へ の 正 し い 礼拝 を導 くこ

と
，

ま た 王 位 を得 る よ り， む し ろ そ れ を 失 う こ と の 立 派 さ が うた わ れ て い る ）

（II，
465　ff．） に も注 目 を す べ き で あ ろ う。 し か し そ れ に して も

，
ミル トン は も

は や 終末論的 象徴 的政 体 と して の 自 由 な共和制 を 失 っ て い た 。 た だ 「徳」 の み

が
， 依然 と し て 終末論的耐久性 を帯 び て い る 。 そ して

， 「節度」 「忍 耐」 と と も

に ，
こ こ で は 「愛 」 に つ い て 語 られ る 。 「手 に 手 を と っ て 」 （XII ，

648） 生 き る

共同体が 意味 を持 っ て い る 。 晩 年 の ミル トン に お い て ， 愛 と忍耐 の 共 同体 が な

お 終 末 論 的 象 徴 性 を帯 び て い る 。

　 そ し て 第 三 に ， 「終 末 論 的 比 較 級 」 を 指 摘 し な け れ ば な ら な い
。 既 述 の 引用

箇所 に 厂よ り幸 い な楽園」 と言 わ れ た 。 あ る い は
， 厂は る か に 幸 い な 地 ， は る

か に 幸 い な 日 々 」 と うたわ れ て もい る 。 そ れ が 意味す る こ と は
，

キ リス トの 終

わ りの 時 の 来臨 に よ っ て 生 起 す る の は
， 単 な る創造 の 回復 に 止 ま ら な い とい う
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こ とで あ る 。 ミル トン の 将来的終末論 は
， 救済史的 で あ り， キ リス ト論的 で あ

る こ とは ， 『楽 園 回復 』 の 最終部分 に お い て も明 らか で あ る 。 そ こ に は ， 「神 の

子 」 の 御 業 が ， 「遠 い 昔 」 （long　of　old ）， 「今 」 （now ）， 「時 が 来 た ら 」（when

time　shall 　be） の 時 の 三 段 階 に 従 っ て 語 られ て い る （IV， 605　ff．）。 しか し そ の

「時が 来 て 」 起 こ る こ と は ， 単 な る 創造 の 回復 を越 え て
， 神 に と っ て 1は るか

に よ り栄光 に み ち 」， 人 間 に と っ て 「は る か に よ り善 な る こ と 」 （To 　God 　more

glory ，
　 more 　good 　 will 　to　Men ） （Paradise　Lost　XII ， 477） と う た わ れ て い

る 。

　 そ し て 最後 に こ の 「よ り大 き な終末」の 理 解 か ら す る と，
い ま現 在 の 試練 と

闘い に は重 大 な 意味 が 生 じて くる 。 ミ ル ト ン は こ の 現 在 の 試 練の 終末論 的意 味

を知 っ て い た 。 そ こ で
，

ミ ル トン の 終末論 は
， 現 在 の 試練 と 闘 い の 中で 信仰者

を希 望 と忍 耐 に お い て 支 え る 霊 的 エ ネ ル ギ ー
源 に な っ た 。 ト レ ル チ が 「彼 岸 は

此 岸 の 力押 と語 っ た こ と は ， ま さ に こ の ミ ル トン の 終末論 に 当 て は ま っ て い

る 。
こ れ が

， 歴 史的事実 の 悲 劇性 の 経 験 に もか か わ らず ， 世 界 の 中 で 生 き る こ

と を 厳 粛 に 肯 定 し ， 将来 の 希 望 を保 持 し続 け た 精神 の 終 末 論 的 秘 密 で は な か っ

た か と 思 わ れ る 。 『闘十 サ ム ソ ン 』 の 最 後 の 一 節 に 「偉 大 な 出来事 か ら の 真の

経験 の 獲得物 1を 神が 否 定 せ ず ， そ の 意味 を永続 的 に 保持 して くれ る こ とが う

た わ れ て い る 。 そ こ で は
， 「神 は そ の 僕 を ，

こ の 偉 大 な 出来 事 か ら の 真 の 経 験

の 獲得物 を携 え さ せ
， また す べ て の 激情 が お さ ま っ た あ との ， 平和 と慰 め と心

の 静 か さ を与 え て 去 らせ た 」 （1755−58） と うた わ れ る 。 ミ ル ト ン は 自 由の た め

の 闘い とい う偉 大 な出来事 の 経験 の 終末論的意味 を確信 し続 け ， そ れ を肯定 し

続 け た 。 だ か ら こ そ 彼 を 「偉 大 な ホ ・イ ッ グ党 員 」 （that　grand 　Whig 　Milton）

と呼 ぶ こ と も後 に 可能 に な っ た の で あ っ て ，
こ の 精神の 秘密な しに は， 自由の

理 論が 歴 史 の 悲 劇 に 耐 え る こ と は極 め て 困 難 で あ っ た に 違 い な い
。

　 そ こ で 以 上 本 論全 体 の 結論 と して 以 下 の よ う に 言 っ て も， 決 して 時 代 錯 誤 で

は な い で あ ろ う 。 わ れ わ れ が 宗教 的 自 由 ， 良 心 の 自由 ， 政 治 的 自由 ， 要 す る に

近 代的自由 をめ ぐ っ て ， 試練 と闘 い の 中 に 置 か れ る 時 ， そ し て そ の た め の 超越
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的根拠や 宗教的推進力 の 必要 に 気づ か され る時，

に 対 し豊 か な 示 唆 を与 え続 け る に ち が い な い
。

ミル トン の 終末論 は われ われ
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