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1 8 7 0 年 代 の 王 党 派 と 共 和 派 に よ る 闘 争 を 経 て 議 会 主 義 的 と な っ た 第

三 共 和 政 は 、同 年 代 末 を も っ て 議 会 共 和 政 と し て「 成 立 」し た と さ れ る 。

し か し 、こ の「 議 会 共 和 政 」と い う 語 は 、何 ら か の 実 態 を 指 す と い う よ

り も 、議 会 制 民 主 主 義 の 勝 利 の 象 徴 と し て 歴 史 家 が 語 り 継 い で き た も の

で あ っ た 。こ う し た「 レ ッ テ ル 」は そ れ 以 上 の 歴 史 的 分 析 を 退 け 、議 会

共 和 政 と は い か な る 歴 史 像 と し て と ら え ら れ る か と い う 問 い に 十 分 な

回 答 は 与 え ら れ て こ な か っ た 。  

そ の「 元 凶 」は 、近 代 フ ラ ン ス 史 を 民 主 主 義 と「 反 動 」の 闘 争 、そ し

て 前 者 の 必 然 的 勝 利 の 物 語 と し て 描 く「 第 三 共 和 政 史 観 」で あ っ た 。こ

れ に し た が っ て 、第 三 共 和 政 は 、現 代 フ ラ ン ス を 基 礎 づ け た 政 体 と し て

こ れ ま で 評 価 さ れ て き た 。 つ ま り 、「 議 会 共 和 政 と は 何 か 」 と い う 問 い

は 、近 現 代 フ ラ ン ス 史 の 展 開 あ る い は そ の 語 り を と ら え 直 す こ と に つ な

が る 。し か し 、議 会 共 和 政 は 、一 つ の「 到 達 点 」と し て そ れ 以 上 の 歴 史

的 分 析 か ら 切 り 離 さ れ た 非 歴 史 的 な「 レ ッ テ ル 」と な っ て い る 。本 研 究

は 、歴 史 的 な 政 治・社 会・文 化 的 文 脈 の な か で 議 会 共 和 政 を 一 つ の 歴 史

像 と し て と ら え 、 歴 史 化 す る こ と を 目 的 と す る 。  

議 会 共 和 政 を 動 態 的 構 造 か ら 歴 史 的 に 検 討 す べ く 、本 研 究 は「 議 会 政

治 の 空 間 」と い う 視 角 を 導 入 す る 。従 来 の 研 究 は 、「 議 会 」と し て も っ ぱ

ら 国 会 に 焦 点 を あ て て き た 。し か し 、国 会 議 員 の 多 く は 地 方 議 会 出 身 で

あ り 、か つ そ れ を 兼 任 し て い た 。ま た 、議 員 生 活 に お い て 、地 方 議 会 で

の 経 験 や 議 席 保 持 は 大 き な 重 要 性 を も っ て い た 。こ れ ら に か ん が み れ ば 、

議 会 共 和 政 の 構 造 把 握 に は 、国 会 に の み 注 目 す る 従 来 の 視 点 で は 不 十 分

で あ る 。そ こ で 、本 研 究 で は 、地 方 議 会 を 視 野 に い れ な が ら 、国 会 を 中

心 と す る 議 会 政 治 に 何 ら か の か た ち で そ の 一 員 と し て 参 与 し よ う と す



る 主 体 に よ っ て 活 動 が 展 開 さ れ る「 範 囲 」を 、「 議 会 政 治 の 空 間 」と し て

緩 や か に 想 定 す る 。そ し て 、「 空 間 」に お け る 諸 主 体 に よ る 政 治 的 関 係 や

政 治 的 実 践 に 着 目 す る 。具 体 的 な 研 究 対 象 は 、マ ル セ イ ユ を 県 都 と す る

南 仏 ブ ー シ ュ ＝ デ ュ ＝ ロ ー ヌ 県 で あ る 。  

第 1 章 で は 、第 三 共 和 政 期 を 中 心 に 、こ れ ま で の「 議 会 史 」研 究 の 展

開 を 整 理 し た う え で 、上 述 の 本 研 究 の 射 程 と 視 角 に つ い て あ ら た め て 明

示 し た 。第 2 章 で は 、人 的・地 理 的 対 象 と な る 議 員 職 に 関 す る 法 規 定 と

当 時 の ブ ー シ ュ ＝ デ ュ ＝ ロ ー ヌ 県 に つ い て 概 観 し た 。  

 第 1 部 「 議 会 共 和 政 と 議 員 た ち の 世 界 」 は 、「 議 会 政 治 の 空 間 」 の 中

心 的 主 体 で あ る 議 員 に 焦 点 を あ て 、彼 ら の 世 界 ＝「 議 会 政 治 の 空 間 」を

描 い た 。第 3 章 で は 、彼 ら の 政 治 的 経 歴 の 変 化 と そ の 歴 史 的 意 義 を 明 ら

か に し た 。当 該 県 か ら 選 出 さ れ た 議 員 た ち の 政 治 的 経 歴 は 、1 8 8 0 年 を 境

に そ れ ま で の 多 様 な 歩 み か ら 、 市 町 村 議 会 か ら は じ ま り 国 会 に い た る

「 標 準 的 軌 跡 」に 収 斂 し て い っ た 。そ の 影 響 力 ゆ え に 県 議 会 や 国 会 に 直

接 選 出 さ れ る 名 望 家 議 員 と は 異 な り 、 政 治 ・ 社 会 資 本 に 乏 し い 1 8 8 0 年

代 以 降 の 議 員 た ち は 、 1 8 7 0 年 代 の 市 町 村 議 会 で の 経 験 を 武 器 に 1 8 8 0 年

代 に 県 議 会 や 国 会 へ と 進 出 し た 。つ ま り 、た ど っ た 政 治 的 経 歴 こ そ が 彼

ら に と っ て 戦 術 そ の も の で あ っ た 。ま た 、こ う し た 変 化 の な か で 特 定 の

市 議 会 が 登 竜 門 と し て あ ら わ れ る 。登 竜 門 を く ぐ っ て「 標 準 的 軌 跡 」を

歩 む こ と は 議 員 生 活 を 方 向 づ け る 理 想 像 に な っ た と 考 え ら れ 、ま さ し く

こ れ は 専 門 職 化 の 一 側 面 で あ っ た 。民 主 化 と 専 門 職 化 と い う 第 三 共 和 政

前 期 の 変 容 の な か で 、彼 ら は 市 町 村 議 会 か ら は じ ま り 国 会 へ と い た る 道

を 徐 々 に 歩 む よ う に な っ て い っ た 。議 員 生 活 を 通 じ て 、彼 ら が さ ま ざ ま

な 政 治 的 実 践 を 行 う「 舞 台 」で あ る「 議 会 政 治 の 空 間 」は 、こ う し て 地

方 議 会 に ま で 広 が っ て い っ た の で あ る 。  

 第 4 章 で は 、こ う し た「 議 会 政 治 の 空 間 」を 拡 大 さ せ る 要 素 で あ る 民

主 化 と「 政 治 の 専 門 職 化 」に つ い て 、下 院 に お け る 常 任 委 員 会 制 度 の 導

入 を 手 が か り に 考 察 し た 。下 院 で の 議 論 か ら は 、議 員 の 民 主 化 に と も な

っ て 、議 員 と し て の 成 功 と 個 性（ 生 ま れ や 職 業 ）を 結 び つ け る 名 望 家 を

主 体 と す る「 古 い 議 会 活 動 の 規 範 」か ら 、よ り 社 会 的 出 自 の 低 い 新 階 層



（ 名 望 家 の 一 部 も く わ わ る ）に よ る 明 確 な キ ャ リ ア 形 成 を 核 と す る「 新

し い 議 会 活 動 の 規 範 」へ の 変 容 が 浮 か び あ が る 。あ わ せ て 議 会 活 動 自 体

が 徐 々 に 後 者 に 適 合 的 な も の へ と か わ る こ と で 、「 新 し い 議 会 活 動 の 規

範 」は 内 面 化 さ れ て い っ た 。常 任 委 員 会 制 度 の 成 立 過 程 と は 、「 新 し い 議

会 活 動 の 規 範 」の 形 成 と 浸 透 が 相 互 補 完 的 に 展 開 す る 過 程 で あ っ た 。議

会 政 治 を め ぐ る 制 度 、実 践 、政 治 文 化 の 三 者 が 、相 互 に 連 関 し つ つ 展 開

し て い た の で あ る 。こ う し た 規 範 は 下 院 の 活 動 に 限 定 さ れ ず 、議 員 生 活

全 体 に か か わ る も の で あ る 。第 3 章 で 示 し た 地 方 議 会 に ま で 広 が っ て い

く「 議 会 政 治 の 空 間 」は 、第 三 共 和 政 前 期 に お け る 議 員 階 層 の 再 編 と い

う 政 治 的・社 会 的 変 容 か ら 生 ま れ た 新 し い 議 員 生 活 の 規 範 に よ っ て 成 り

立 つ 空 間 で あ っ た の で あ る 。  

こ の よ う な 新 し い 政 治 的 経 歴 の 必 然 的 帰 結 が 、議 員 職 の 兼 任 の 多 さ で

あ っ た 。 兼 任 か ら 「 空 間 」 を 描 く の が 第 5 章 お よ び 第 6 章 で あ る 。 第 5

章 は 、ブ ー シ ュ ＝ デ ュ ＝ ロ ー ヌ 県 を 事 例 に 、兼 任 の 具 体 的 な 実 践 と 議 会

政 治 に お け る 意 味 を 検 討 し た 。当 該 県 で は 、政 治 的 経 歴 が 変 容 す る 1 8 8 0

年 代 以 降 、兼 任 議 員 が 増 加 し て い く 。た だ し 、1 8 8 0 年 代 の 兼 任 議 員 た ち

は 、共 和 派 に と っ て 有 利 な 政 治 状 況 か ら 、積 極 的 に 兼 任 を 避 け よ う と し

て い た（ 兼 任 回 避 議 員 ）。し か し 、彼 ら の 選 挙 に 注 目 す る と 、兼 任 あ る い

は 兼 任 回 避 の い ず れ も 、複 数 の 議 会 を め ぐ る ロ ー カ ル な 政 治 状 況 の な か

で 、彼 ら の 周 囲 に 張 り 巡 ら さ れ た 人 的 結 合 の 網 の 目 の な か で 決 定 さ れ て

い た 。議 員 や そ の 背 後 に あ る 組 織 、ま た は 有 権 者 た ち に と っ て 、各 議 会

は あ る 程 度 独 立 し つ つ も 、一 つ の 世 界 の な か で と ら え ら れ て い た の で あ

る 。ま た 、兼 任 議 員 た ち は 、自 ら の 、あ る い は 自 派 の「 政 治 的 」戦 略 の

た め に 、し ば し ば 複 数 の 議 会 を ま た に か け て 活 動 し て い た 。議 員 職 の 兼

任 が 広 ま る に つ れ 、複 数 の 議 会 は 、政 治 的 実 践 が 展 開 さ れ る 一 つ の「 舞

台 」＝「 議 会 政 治 の 空 間 」と し て 認 識 さ れ 、つ な ぎ あ わ さ れ て い っ た の

で あ る 。  

で は 、第 三 共 和 政 前 期 に は な ぜ 兼 任 が 禁 じ ら れ な か っ た の か 。こ の 点

に つ い て 、先 行 研 究 の 示 唆 を う け つ つ 検 討 し た の が 第 6 章 で あ る 。多 く

の 兼 任 禁 止 法 案 に 対 し て 、当 時 の 議 員 た ち は「 普 通 選 挙 の 自 由 」か ら 法



制 度 に よ る 禁 止 に 消 極 的 で あ っ た 。そ れ で も 、当 然 な が ら 兼 任 に 批 判 的

な 勢 力 も 存 在 し た 。し か し 、「 政 治 信 条 」な ど か ら 兼 任 を 回 避 し た り 、新

聞 紙 上 で 批 判 を 展 開 し た り す る 彼 ら で す ら 、自 派 の 議 席 獲 得 と い う 利 害

か ら 自 由 に な れ ず 、あ ら ゆ る 党 派 が 兼 任 と 完 全 に 無 縁 で は い ら れ な か っ

た 。そ し て 、近 代 的 で ナ シ ョ ナ ル な 政 党 組 織 が 未 発 達 な 当 時 に は 、兼 任

あ る い は そ の 回 避 は 、ロ ー カ ル な 場 に お け る 個 人（ 議 員 や 組 織 、有 権 者 ）

の「 自 由 」に 任 さ れ ざ る を え な か っ た 。第 三 共 和 政 前 期 に お い て は 、真

の 意 味 で 兼 任 を め ぐ る「 自 由 主 義 体 制 」が 構 築 さ れ 、こ れ が 兼 任 を 通 じ

て 「 議 会 政 治 の 空 間 」 の 拡 大 と 維 持 を 可 能 と し た の で あ る 。  

第 2 部「 議 会 共 和 政 と 地 方 議 会 」で は 、従 来 の「 議 会 史 」か ら 看 過 さ

れ て き た 地 方 議 会 の 活 動 か ら「 議 会 政 治 の 空 間 」を 考 察 し て い く 。県 議

会 を 中 心 と す る 第 7 章 で は 、そ の「 政 治 的 」活 動 を 分 析 し た 。県 議 会 に

関 す る 1 8 7 1 年 8 月 1 0 日 法 の 意 図 に し た が っ て 、 1 8 7 0 年 代 の 政 府 は 県

議 会 を「 行 政 機 関 」と み な し 、対 す る 県 議 会 も ま た そ の 枠 組 み の な か で

活 動 し て い た 。し か し 、1 8 8 0 年 代 以 降 、県 議 会 は「 世 論 」を 代 表 す る「 政

治 的 議 会 」と し て の 自 覚 を 徐 々 に 獲 得 し 、非 合 法 と わ か り な が ら「 政 治

的 」活 動 を 行 う よ う に な っ た 。こ の よ う に「 政 治 化 」す る 県 議 会 に 対 し

て 、 政 府 と 議 会 多 数 派 は 、 政 敵 と な る 県 議 会 の 活 動 を 抑 圧 す る 一 方 で 、

政 治 的 協 力 者 と な る 県 議 会 の「 政 治 的 」活 動 を 黙 認 す る と い う 両 義 的 で

政 治 的 な 態 度 を 維 持 し た 。議 会 共 和 政 の「 議 会 政 治 の 空 間 」と は 、非 合

法 あ る い は 非 公 式 に「 政 治 化 」し て い く 地 方 議 会 の 活 動 に よ っ て も 広 げ

ら れ て い っ た の で あ る 。  

市 町 村 議 会 に 注 目 す る 第 8 章 は 、 そ の 「 政 治 的 」 展 開 を 追 う こ と で 、

地 方 議 会 の 「 政 治 化 」 に と っ て 1 8 7 0 年 代 の 市 町 村 議 会 が 重 要 で あ っ た

こ と が 強 調 さ れ る 。1 8 7 0 年 代 の マ ル セ イ ユ 、エ ク ス 、ア ル ル で は 、選 挙

に よ る 共 和 派 市 議 会 と 、保 守 派 行 政 あ る い は 議 会 外 か ら 任 命 さ れ た 保 守

派 市 当 局 と の あ い だ で 、し ば し ば 対 立 が 生 じ た 。表 面 上 は 都 市 行 政 の 範

疇 に 収 ま る 対 立 で あ っ た が 、そ の 根 底 に は 両 者 が 描 く 市 町 村 行 政 像 の 差

異 が あ っ た 。 保 守 派 は 、 政 府 や 県 行 政 の 「 代 理 人 」 で あ る 市 町 村 長 が 、

名 望 家 に よ る 機 関（ 市 町 村 議 会 ＝ 行 政 機 関 ）と と も に 、行 政 の 意 図 を 実



行 す る と い う 統 治（ 市 町 村 統 治 の「 名 望 家 モ デ ル 」）を 理 想 と し て い た 。

対 す る 共 和 派 に と っ て 、市 町 村 統 治 と は 、有 権 者 の 意 志 を 代 表 す る 市 町

村 議 会（ ＝ 普 通 選 挙 を 正 当 性 の 源 と す る「 政 治 的 議 会 」）が 中 心 に あ り 、

そ の 意 図 を「 市 町 村 の 長 」が 執 行 し て い く べ き も の で あ っ た（ 市 町 村 統

治 の 「 普 通 選 挙 モ デ ル 」）。 そ し て 、 こ の 表 象 は 1 8 7 0 年 代 の 市 行 政 に 実

際 に 適 用 さ れ 、具 体 的 な 闘 争 を 生 む こ と と な っ た 。1 8 7 0 年 代 の 市 町 村 と

は 、 一 つ の 政 治 的 争 点 で あ る 市 町 村 統 治 ＝ 自 治 の 「 実 験 場 」 で あ っ た 。

普 通 選 挙 で 選 出 さ れ た と い う 自 負 を 先 鋭 化 さ せ た 1 8 7 0 年 代 の 市 町 村 議

会 議 員 た ち は 、 1 8 8 0 年 代 以 降 、 県 議 会 や 国 会 に 進 出 し て い く 。 ま さ に

1 8 7 0 年 代 の 市 町 村 議 会 と は 、将 来 の「 政 治 家 」た ち を 生 み 育 て る 苗 床 で

あ る と と も に 、1 8 8 0 年 代 以 降 の「 議 会 政 治 の 空 間 」の 地 方 議 会 へ の 広 が

り を 準 備 す る も の で も あ っ た の で あ る 。  

最 後 に 、郡 議 会 に 関 す る 第 9 章 で は 、郡 議 会 に 対 す る 議 員 あ る い は 世

論 の ま な ざ し を 手 が か り に 、「 議 会 政 治 の 空 間 」 に お け る こ の 議 会 の 位

置 を 検 討 し た 。第 三 共 和 政 前 期 の 法 制 度 の 刷 新 か ら 唯 一 と り 残 さ れ た 郡

議 会 は 、完 全 に 重 要 性 を 喪 失 し て い る と み ら れ て い た 。改 革 を 求 め る 郡

議 会 自 身 の 声 も そ れ ゆ え に 響 か ず 、こ こ に 最 大 の ジ レ ン マ が あ っ た 。国

会 で も 、郡 議 会 へ の 無 関 心 や 地 方 分 権 化 の い っ そ う の 推 進 に 対 す る 警 戒

か ら 、改 革 は 日 の 目 を み な か っ た 。こ う し た 無 関 心 は 有 権 者 に も 広 く 共

有 さ れ て お り 、郡 議 会 と は ま さ に「 忘 れ ら れ た 」議 会 で あ っ た 。し か し 、

こ の 無 関 心 は 、郡 議 会 を 、一 つ に 名 望 家 が 影 響 力 を 維 持 す る 、一 つ に 一

部 の 民 衆 層 出 身 の 議 員 が 政 治 的 経 歴 を 「 上 昇 」 す る た め の 装 置 に し た 。

郡 議 会 は む な し く 改 革 を 求 め る 孤 立 し た「 政 治 的 議 会 」で あ っ た 。し か

し 同 時 に 、無 関 心 を 逆 手 に と っ た 政 治 的 経 歴 の「 裏 道 」と し て 、郡 議 会

は わ ず か な り と も 機 能 し て い た 。郡 議 会 は 、特 殊 で は あ る が 、た し か に

「 議 会 政 治 の 空 間 」 の 主 体 と し て 位 置 づ け ら れ る の で あ る 。  

す で に 明 ら か な よ う に 、拡 大 し て い く「 議 会 政 治 の 空 間 」は 、何 よ り

も 普 通 選 挙 を 正 当 性 の 源 と す る「 舞 台 」で あ っ た 。で は 、有 権 者 た ち は

「 空 間 」に い か に 位 置 づ け ら れ る の か 。こ の 点 に つ い て 分 析 す る の が 第

3 部「 議 会 共 和 政 と 有 権 者 た ち 」で あ る 。第 1 0 章 で は 、下 院 議 員 を 例 に 、



議 員 が ど の よ う に し て 選 挙 さ れ る か を 描 く こ と で 、有 権 者 た ち の 政 治 参

加 の あ り 方 を 検 討 し た 。当 時 の 下 院 議 員 選 挙 は 、郡 単 位 の 単 記 式 投 票 制

あ る い は 県 単 位 の 名 簿 式 投 票 制 に よ っ て な さ れ て い た 。前 者 に お い て は 、

後 援 会 な ど 何 ら か の 人 的 結 合 に よ る「 選 挙 集 団 」が 候 補 者 を 擁 立 す る も

の の 、そ の 後 の 過 程 で「 選 挙 集 団 」外 の 有 権 者 た ち も 候 補 者 の 絞 り こ み

に 大 き な 影 響 力 を 与 え て い た 。対 し て 後 者 で は 、一 般 の 有 権 者 を 関 与 さ

せ ず に「 選 挙 集 団 」に よ っ て 候 補 者 が 決 定 さ れ て い た 。名 簿 式 投 票 制 が 、

1 8 8 0 年 代 の 共 和 派 に と っ て「 共 和 主 義 的 」で 議 員 の 有 権 者 へ の 従 属 を 避

け る た め の も の だ っ た の で あ れ ば 、 同 年 代 後 半 に す ぐ さ ま 反 体 制 派 に

「 悪 用 」さ れ た こ と で 、結 果 的 に 、有 権 者 の 存 在 感 を 増 す こ と に つ な が

っ た の で あ る 。  

第 11 章 は 、 政 治 組 織 の 分 析 か ら 有 権 者 た ち と 議 員 た ち が い か な る 人

的 紐 帯 を 結 ん で い た か を 考 察 し た 。第 三 共 和 政 前 期 の 同 県 で も っ と も 勢

力 を 誇 っ た 後 援 会 組 織 で あ る ブ ー シ ュ ＝ デ ュ ＝ ロ ー ヌ 県 共 和 派 中 央 委

員 会 は 、第 三 共 和 政 成 立 直 後 に 個 別 に 活 動 し て い た 共 和 派 系 組 織 を 束 ね

て 成 立 し た 。内 部 に は 不 満 分 子 を 抱 え て い た が 、委 員 会 の 強 い 影 響 力 は

1 8 8 0 年 代 前 半 ま で あ る 程 度 持 続 し て い た 。そ の 秘 訣 は 、構 成 員 の み な ら

ず 県 の「 共 和 派 」全 体 に ま で お よ ぶ「 規 律 」に よ る 上 意 下 達 の 中 央 集 権

的 性 格 に あ っ た 。県 内 各 地 の ロ ー カ ル な 政 治 組 織 を ま と め 、そ の 意 見 を

吸 い あ げ る と と も に 、「 規 律 」に よ っ て「 上 」の 決 定 に そ れ ら を 従 属 さ せ

て い た の で あ る 。一 時 的 な 後 援 会 組 織 で あ っ た こ の 委 員 会 に は 、そ れ を

補 完 す る よ う に 人 的 な 連 続 性 が 認 め ら れ る 。そ し て 、幹 部 と な る 地 方 議

会 議 員 に く わ え て 、き わ め て 多 く の 有 権 者 が 参 加 し て い た 。後 援 さ れ る

国 会 議 員 や 地 方 議 会 議 員 お よ び そ の 候 補 者 、彼 ら を 後 援 す る 多 く の 有 権

者 は 、共 和 派 中 央 委 員 会 を 頂 点 と す る ネ ッ ト ワ ー ク や ソ シ ア ビ リ テ で 結

ば れ る と と も に 、「 規 律 」の も と で 、「 共 和 派 」と し て 一 種 の 一 体 感 を 抱

い て い た 。 こ れ は ま さ に 、 一 時 的 な 組 織 で あ る が ゆ え の 帰 結 で あ っ た 。

「 議 会 政 治 の 空 間 」の 主 体 で あ る 国 会 議 員 か ら 地 方 議 会 議 員（ 候 補 者 含

む ）、そ し て 有 権 者 は 、こ の よ う に 社 会 的・文 化 的 に 結 ば れ て い た の で あ

る 。  



最 後 に 、 各 章 で の 分 析 を も と に 、 議 会 共 和 政 の 動 態 的 構 造 を 描 い た 。

ま ず 、従 来 の「 議 会 史 」研 究 と は 異 な り 、議 会 共 和 政 の 議 会 政 治 の「 舞

台 」と は 、徐 々 に 地 方 議 会 に ま で 広 が っ て い く 、議 員 や 候 補 者 、集 合 的

な 議 会 、後 援 組 織 や 有 権 者 た ち と い っ た 諸 主 体 が さ ま ざ ま な 政 治 的 実 践

を 行 う「 議 会 政 治 の 空 間 」で あ っ た 。1 8 7 0 年 代 末 に 議 会 主 義 的 性 格 が「 既

定 路 線 」と な る こ と は 、た し か に 大 き な 出 来 事 で は あ っ た だ ろ う 。し か

し そ れ は 、単 に 立 法 権 力 と 行 政 権 力 と の 関 係 変 化 に と ど ま ら ず 、そ れ に

と も な っ て 、議 会 共 和 政 と い う 時 代 認 識 、す な わ ち 普 通 選 挙 を 正 当 性 の

源 と す る 政 治 文 化 が「 議 会 政 治 の 空 間 」に お い て 広 ま る こ と が 重 要 で あ

っ た と 考 え ら れ る 。こ れ を 契 機 と し な が ら 、第 三 共 和 政 前 期 の 政 治・社

会 ・ 文 化 的 変 容 の な か で 、伸 縮 す る「 議 会 政 治 の 空 間 」を「 舞 台 」に し

た 諸 主 体 に よ る 政 治 的 関 係 の 構 築・再 構 築 が く り 返 さ れ る 歴 史 的 過 程 が 、

議 会 共 和 政 の 動 態 的 構 造 で あ っ た 。ま さ に 、国 会 の み な ら ず 地 方 議 会 も

含 む「 議 会 」を 範 囲 と す る 空 間 に お い て 、普 通 選 挙 に 正 当 性 が 求 め ら れ

る 「 共 和 政 」 で あ っ た の で あ る 。  

 同 時 に 、「 議 会 政 治 の 空 間 」の 広 が り や 展 開 さ れ る 政 治・社 会 的 変 容 、

政 治 文 化 の あ り 方 は 、第 三 共 和 政 前 期 に お い て 複 数 存 在 し え た 。議 会 共

和 政 の 議 会 政 治 と は 、複 数 の「 議 会 政 治 の 空 間 」＝ 複 数 の 政 治「 モ デ ル 」

が 互 い に 正 当 性 を 競 っ て 闘 争 を 続 け る 場 で も あ り 、こ れ が 、二 重 の 意 味

で の 議 会 共 和 政 の 動 態 的 構 造 で あ っ た の で あ る 。  


