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ジ ェ ー ム ズ ・ハ リン トン研 究 とJ.G.Aポ ー コ ック(2)

統治組識論と宗教性一

竹 澤 袖 丈

IVボ ー]ッ クの ハ リン トン解 釈

ポ ー コ ッ ク に影響 を 与 え.た三 つ の先 駆 的 解 釈 の 分析 を踏 まえ て,本 節 で は,

ポー コ ックの ハ リ ン トン解 釈 を跡 付 け る。 そ の 議 論 の 特徴 を要 約 す る と,第....一

に,ポ ー コ ックは,ア リス トテ レス 的 人 間観 とあ る種 の キ リス ト教 的 な そ れ と

の 歴 史 的 相 克 の な か でハ リ ン トン を論 ず る。 第 二 に,本 稿 で 問 題 と して い るハ

リ ン トンの思 想 に お け る統 治 組 織 論 と宗 教 性 との 特 異 な結 合 関係 に焦 点 を 当 て

て 自 らの 解 釈 を提 示 して い る。 第 三 に,前 記 の解 釈 を根 拠 付 け る た め に,〈 世

俗 的 に表 明 され な宗 教 性 学 と い う概 念 化一 そ の 是 非 が後 に批 判 を浴 び る こ と

にな る を施 して い る。

と ころ が,ポ ー コ ック の議 論 の展 開 は直 線 的 で な く,い くつ か の逆 説 を含 む

の で,あ る思 想 の批 判 と継 承 を追 跡 す るそ の 分析 は,理 解 が容 易 で ない 。 この

側 面 が,ポ ー コ ッ ク の ハ リ ン トン解 釈 や シ ヴ ィ ッ ク ・ヒ ュー マ ニ ズ ムCIVIC

humanism概 念 を巡 る論 争 を錯 綜 させ,ポ ー コ ック と その 批 判 着 た ち との 対 立

点 を把 握 し難 く して い るの で あ る。 そ こで.まず,ポ ー コ ックが どの よ う に先行

研 究 の不 備 を指 摘 した のか を見 る,次 に,ポ ー コ ック の議 論 の枠 組 み とそ れ に

よる ハ リ ン トン解 釈 を分 析 す る,そ して 最後 に,ポ ー コ ックの ハ リ ン ト ン論 の

残 した もの一 八 リ ン トンの 宗 教 性 の 分析 一 を指 摘 す る。

先 行 研 究 のハ リ ン トンへ の 接 近 法 に関 して,ポ ー コ ック は,次 の よ う に批判

す る 。 まず,ト ー 二,ヒ ル,マ ク フ ァー ス ン流 の 経 済 決 定 史 観 に対 して は,
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「ハ リ ン ト ン は,最 も.素朴 な 意 味 に お い て さ え,彼 自 身 の 時 代 を経 済 社 会 と し

て 認 識 した の で も な け れ ば,そ の 結 果 と して,土 地 所 有 が 権 力 の あ り方 を 決 定

す る 際 の も っ と も 重 要 な 要 素 で あ る と の 結 論 に 達 した の で も な か っ た 」 と強 調

す る'〕。 換 言 す る な ら ば,「 た と え ジ ェ ン トリ の 勃 興 が 起 こ りつ つ あ る 時 代 と み

な し た と して も,ハ リ ン ト ンが ど の よ う に し て そ れ を 認 識 し た の か 一[た 仁

え ば]情 報 の 源 泉 や 現 代 人 と は 大 幅 に 異 な る 思 考 の 作 業 範 疇 と い う こ と に

関 し て 論 理 的 な 探 求 が 依 然 と し て 必 要 で あ ろ う 」 と ポ ー コ ッ ク は批 判 す る%

次 に,グ ー チ,ラ ッ セ ル ・ス ミ ス 流 の(共 和 主 義 と 渾 然一 ・体 と な っ た 〉 自 由

主 義 的 ハ リ ン トン 解 釈 を批 判 す る 」,。「ハ リ ン トン は,テ ユ ー ダ ー 朝 の 到 来 と 共

に 始 ま っ た と彼 自 身 が 言 う プ ロ パ テ ィ の 均 衡 に お け る 諸 変 化 を,土 地 売 買 や そ

.の 他 の 経 済 活 動 の 結 果 生 じた 土 地 所 有 者 の 転 移 と い う 術 語 に お い て と い う よ り

も,む し ろ 土 地 所 有 権 に伴 う 法 律 上 の 諸 義 務 の 変 化 と い う 術 語 に お い て み た の

で あ っ た 。 そ して,ハ リ ン ト ン が 興 味 を 抱 い て い た こ と は,典 型 的 な 自 由 人 が

あ る 封 建 諸 侯 の た め の 軍 事 力 保 持 者 で あ り,彼 の 戦 闘 行 為4)た め に 参 戦 を 義 務

づ け ら れ て い る 広 義 の 封 建 制 的 様 式 か ら,軍 事 力 保 有 者 が 公 共 の た め の 戦 闘 行

為 以 外 に.は 参 戦 す る 義 務 を 課 さ れ な い 自 由 土 地 保 有 者 で あ る 自 立 的 上 地 保 有 形

態 へ の 変 遷 で あ っ た 。」4り ま り,グ ー チ や ラ ッ セ ル ・ス ミス な ど の 解 釈 と は 異

な り,「 ハ リ ン トン の 民 主 政 と は 自 ら の 土 地 と軍 備 と を 所 有 す る 自 由 土 地 保 有

者 の 共 和 国 な の で あ っ た 。」5に の よ う に して,ポ ー コ ッ ク は,ハ リ ン ト ン を 巡

る 先 行 研 究 の 不 適 切 さ を 明 瞭 に 指 摘 し た 。

こ れ ま で の 解 釈 の 不 備 を 指 摘 した 後 で,ポ ー コ ッ ク は,そ の 独 自 な 議 論 の 枠

組 み と 共 に 自 ら の ハ リ ン ト ン 解 釈 を 提 示 す る 。 ポ ー コ ッ ク に よ れ ば,1ハ リ ン

1)J.G.A.Poeoek,1万 乱4ηf'8撚(,auaBaalonandtheFeudallaw:astudyofEnglishHismriraf

Tゐ催κ屠 腕漉ぞ∫8麗πガ88π`'κ8η嬬 γ π順 ∫∬'85τ朋1読αア樗mλ▽ρ雁(1987ed.,Cambridge,19δ7>,p.128.

2)ピ6'鉱,P.130,

3)BhirWorden,6JamesHaπjngtonandTゐ 鰐Co'η〃塞r曜㍑ α勧qrα82礪1656脚,inDavidWoononed.,

R8♪舶 ♂滋 藤 潮,A伽r∫y,andGommeaiatSociety,16491776(Stanford,1994).p、97も 参照せ よ。

4〕.1.G.A.PQcock,島 屠幡,Inoguage,andTYne:essaysorsPoliticalThoughtandHsNMry

(IlniversiしyofClucagoPresscd.,Chicago,1989),PP.109-110.

.5)ピ 動d,P,110.
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ト ン は 古 典 的 共 和 主 義 者classicalrepublican,イ ン グ ラ ン ド の 卓 越 し た シ

ヴ ィ ッ ク ・ヒ ュ ー マ ニ ス トEngland'spremiercivichumanistで あ り,マ キ ャ

ヴ ェ ッ リ 主 義 者Machiavellianで あ っ た 。」ωこ の 言 明 が,か れ の ハ リ ン ト ン 解

釈 を簡 潔 に 表 現 し て い る の で あ る が,.各 々 の 名 辞 の 妥 当 性 や そ れ ら を 統 合 す る

代 表 人 物 と し て ハ リ ン ト ン を位 置 づ け る こ と を巡 っ て は,別 稿 で 見 る よ う に 批

判 を招 い て い る 。 そ こ で,ま ず 前 記 の 各 要 素 に つ い て の ポ ー コ ッ ク 自 身 の 説 明

を,次 に,17世 紀 イ ン グ ラ ン ド に お い て そ れ ら の 要 素 が 統 合 さ れ る 過 程 を ポ ー

コ ッ ク 自 身 が ど の よ う に解 釈 して い る の か を 分 析 す る 。

「シ ヴ ィ ッ ク ・ヒ ュ ー マ ニ ズ ム と は … … 個 々 人 が 市 民 と して 活 動 す る と き の

み,つ ま り ポ リ ス や 共 和 国 と い っ た 自 立 的 な 意 思 決 定 を お こ な い 得 る 政 治 共 同

体 に お い て 意 識 的 ・自 立 的 政 治 参 画 者 と し て 行 為 す る と き の み,自 己 実 現

self-fulfilmentに 向 っ て 個 人 が 成 長 し 得 る と主 張 す る 」 思 考 の 様 式 で あ る7〕。 そ

し て,こ の 思 考 の 様 式 が,1い か な る 種 類 の 世 俗 的 自 己 実 現secularself-

fulfilmentの 可 能 性 を も否 定 す る よ う な,あ る 種 の キ リ ス ト教 的 時 間 認 識a

Christia皿Lime-schemeの 枠 組 み 」δ)のな か で 復 活 す る た め に は,ア リ ス ト テ レ

ス 的(.占 典 共 和 主 義 的)人 間 観 と親 和 的 な 所 与 の 思 想 的 要 素receptorsの 存 在

の 有 無 が 問 題 と な る 。

こ の 二 項 対 立 的 衝 突 か ら古 典 古 代 的 な 市 民 像 の 復 活 の 可 能 性 を 引 き 出 す の が,

ポ ー コ ッ ク に よ れ ば,マ キ ヤ ヴ ェ ッ リ ア ン ・モ ー メ ン トTheMachiavellian

. Momentな の で あ る 。 い わ く,マ キ ャ ヴ ェ ッ リ ア ン ・モ ー メ ン ト と は,ま ず,

マ キ ャ ヴ ェ ッ リ と関 連 付 け ら れ る 歴 史 的 な 自 己 了 解 の 「契 機themomentで あ

り様 式themanner.1を 意 味 す る9}。 し た が っ て,こ れ は 単 な る マ キ ャ ヴ ェ ッ リ.

の 「政 治 思 想 の 継 承 の 歴 史 」 な の で は な く て,マ キ ャ ヴ ェ ッ リ と そ の 同 時 代 人

65J.G、A.PocQck,`IHstodcalIntroduction',inhisedition,ThePoliticalWorksfJames

Hαπ伽g診oη(Cambhdge,1977),p.15.

7)P㏄`」ck,丑"1`瓜1侃9配 α琳 αロぜη那名P.85,

8)J.G.A.Pococ髭,TheMachiavellianMoment:FlorrntineYtditim(ThoughturultheAtlantic.

R8餌 捌`翻 了袖4漉o唄Phncε 【on,正975),p.vii.なお,強 調は引用者 による。

9),bid.
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が論 争 して い たU的 一 い か に して歴 史 的 に 自己 を認 識 す るか 一 を 自 らの 課

題 と し,そ れ を達 成 す る ため の 自分 自身 の 方策 の案 出 に努 め る 「瞬 間 」 を意 味

す る1Q〕。 した が っ て,出 され た 方 策 自体 は 様 々 で あ る こ と に な る。 次 に,マ

キ ャ ヴ ェ ッ リ ア ン ・モ ー メ ン トとは,不 合 理 な出 来 事 の流 れ の な か で,共 和 国

の政 治 的 ・道 徳 的 安 定 の た め の処 方 箋 を求 め る とい うマ キ ャヴ ェ ッ リが 没 頭 し

た課 題 そ の もの を 意 味 す るu〕。 したが っ て,マ キ ャ ヴ ェ ッ リや そ の同 時 代 人の

格 闘 の結 果 と して,「 重 要 な パ ラ ダ イ ム上 の遺 産一 均 衡 した 統 治 や 躍 動 的 な

力量virtに 関 す る諸 概 念,そ して シ ヴ ィ ッ ク な 人格 形 成 の た め に 軍 事 力 とプ

ロ パ テ ィが は た す役 割一 」 が この 継承 の 歴 史 に お い て 重 要 な 位 置 を 占め る1㌔

この 意 味 にお い て,マ キ ャ ヴ ェ ッ リ ア ン ・モ ー メ ン トは,1世 俗 の 政 治 的 自己

意 識 が,歴 史 的 に 自 己 を認 識 す る ため の 諸 問 題 を生 じ させ た とい う意 味 にお い

て 」,継 承 の 歴 史 を持 っ て い た の で あ る1%つ ま り,マ キ ャ ヴ ェ ッ リ ア ン ・

モ ー メ ン トは,マ キ ャ ヴ ェ ッ リの課 題 と言 説 ≧ を共 有 す る く継 承 〉の側 面 と,

そ の 課 題 に対 す る解 釈 者 た ち の多 様 な解 答 群 か ら な る く断 絶 〉の側 面 とを併 せ

持 って い るの で あ る1%

そ して 重 要 な こ とは,ポ ー コ ック.によ れ ば,17世 紀 イ ン グ ラ ン ドにお い て,

シ ヴ ィ ック ・ヒ ュー マ ニ ズ ム の 復活 形態 で あ る 「政 治 に関 す る新古 典 的 な着 想

aneoclassicalconceptionofpo】(tics」 が,「 あ る意 味 に お い て,ピ 斗 一 リ タ ンの

千年 王 国主 義 の 継 承 者anheirtoPuritanmillennialism」 と して 立 ち現 れ て くる

と.いう こ とで あ る尉。 内乱 期 に お い て,権 威 の体 現 者 で あ る 国 土 と諸特 権 と 自

由 の 擁 護 者 で あ る 議 会 とか ら な る 相 互 依 存 的 な 「並 立 的 忠 誠 対 象double

majesty」 と して の 伝 統 的 国制 の 崩 壊 を促 進 す る要 因 で あ り,ま た そ の 後 の 新

秩序 形 成 の動 因 で あ る の は,ポ ー コ ック に よれ ば,こ れ ま で イ ング ラ ン ド人 の

O

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1

ゴ6ゴ4,PP.vii-viii.

震.ゐゴ.ご孟,P.viii.

ゴ畠'4

卍'所4

α.amenCotton.JamesHair犀'η8加 溢 ρg'f姦 α1〃 加 μμ ごαπ4ゴ 言∫`θη配zτ(NewY.,k,1991),pp.39-40.

0.`此,P.ix.
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行 動 様 式 の み な らず 政 治 に 関 す る 思 考 様 式 を も拘 束 して い た もの と は別 種 の

「時 間 認 識 」 と言 説 で あ った15:ト。 つ ま り,従 来 の 「時 間 認 識 」 と言 語 慣習(古

来 の 国 制 論thetheoryoftheA皿cientConstitutionな ど)に 基 づ く思 考 法 で は,

この 忠 誠 対 象 の 分 裂 に至 る過 程 を説 明 す る こ と も,新 しい秩 序 を構 想 す る こ と

も出来 なか っ たの で あ るu〕。 「[伝統 的 な]慣 習 の 相 続 人 で あ り遺 贈 者 で もあ る

個 人 は,… … 単 な る 『伝 統 墨 守 的 なtraditional)存 在 以 ヒの もの,… … つ ま り

継 承 者 で あ る と共 に創 造 的革 新 の担 い 手creatorで もあ」 る とい う主張 一 そ

れ以 甫 の思 考 法 にお い て は 両 立不 可 能 と思 わ れ て い た も の を可 能 とす る の

.が,ポ ー コ ック に よれ ば,古 典.占代 的 な 能動 的市 民 像 の復 活 を準 備 す る思 考様

式 と して の千 年 王 国 主 義 の 時 間 認 識一一 キ リス ト教 の下 で個 人 を能 動 体 と して

描 くこ と を'可能 とす る もの 一 で あ っ たL8〕。

しか し,古 典.占代 的 な能 動 的 人 間 像 が,あ る種 の キ リス ト教 的 人 間観 と対 抗

しなが ら,ど の よ うな文 脈 で 復 活 す るの か を理 解 す る た め に は,シ ヴ ィ ック ・

ヒ ュ ーマ ニ ズ ム の(そ れ は また ハ リ ン トンの で もあ る)1..ピ ュ ー リ タ ンの 千 年

王 国 主 義 の 継 承者.1と して の側 面 を さら に分 析 す る 必 要 が あ る 。 そ の た め に は,

ポ ー コ ック に よれ ば,イ ング ラ ン ドの 知 的 伝 統,と くに 歴 史 的 ・神学 的 に特 殊

な諸 文 脈 そ の 特 異 な世 俗 主 義Secularism一 と関連 付 け る 必 要 が あ る。

なぜ な ら問題 の核 心 は,そ の 時 間認 識 とそ れ に基 づ く現 状 変 革 へ の 関 ・与の仕 方

に あ る か らで あ る。

既 に ポ ー コ ック に よ って示 唆 され た よ うに,市 民 的 能 動 性 の 母 胎 とな る の は,

千年 王 国 主義 の時 間認 識 で あ っ た。 そ れ を更 に厳 密 に言 うな らば,そ の 「聖徒

タ)行動 主 義 の終 末 論 的 な特 質 自 らが活 動 す る神 聖 な現 在 と,望 ま しい よ っ

に決 定 す る も の と して の神 聖 な 未来 」 で あ る1%こ の 時 間 認 識 は,イ ン グ

16)J.G、A、PQcりck,`EnBland,,inO■estRanumtd.,Nμ`ゴ ρ照'伽5αb螂 躍邸5,Hゴ5'gσ,伽4'わ'甜 ゴ砿'

Cμ'`μ 解 読 伽7`ヅ.modernEurope(Baltimore,1975),p、10z.

17}め 磁,P,109.

18)ibid,P、103.

19)PorQck,Ma`ゐ ガロ麗 ∫々 躍'rMo川`η 置,p.言37.



ジェームズ ・ハリン トン研究と1.(..A.ポ ーコック(2)(2了)27

ラ ン ドの 自律 性 と独 自性 の 主 張一 「世 俗 の法 の 集 合 体,世 俗 の 合 法性,そ し

て世 俗 の 歴 史 押 一と相 互 に 影響 し合 い な が ら,伝 統 の継 承 者 で あ り,か つ

現 状 変 革 の担 い手 で あ る主 体一 しか し古 典 古 代 的 な意 味 にお け る 能動 的.市民

の完 全 な復 活 で は ない を形 成 し,そ の変 革 へ の 関 わ り方 を規 定 す る の で あ

る。 「ま さ に イ ン グ ラ ン ドこそ が,聖 な る歴 史 と い う ドラマ にお い て,そ れ を

演 ず る任 務 を帯 び て い る」 の で あ り21〕,選ば れ た 聖 な る国 家 と しての イ ング ラ

ン ドと い う劇 場 に お い て そ の ドラマ を演 ず るの は,(聖 徒 で あ る こ と と イ ング

ラ ン ド人 で あ る こ と とが 矛 盾 な く統 合 され た)「 神 に よ っ て 選 ば 札 た イ ング ラ

ン ド人God'sEnglishman]な の で あ る脚。 こ う して,聖 徒 の終 末 論 に依 拠 した

時 間 認 識 は,聖 な る 国家 と して の イ ング ラ ン ドにお け る政 治7宗 教 活 動 に積 極

的 に関 わ る こ と を要 請 す る の で あ る。 した が っ て,ポ ー コ ック に よれ ば,「 カ

ル ヴ ィニ ズ ム の変 種 か らイ ング ラ ン ドの ピ ュー リ タニ ズ ム を分 別 す る黙 示 録 的,

千 年 王 国 主 義 的 な 色 調 は,・ …・・あ る意 味 に お い て,イ ン グ ラ ン ドの 世 俗 主 義

的 ・制 度 的 国 民 意 識 の 産 物theproductofEnglishsecularandinstitutional

nationa-ism).'と い う こ と に な る。 こ こ に,.時 間 認 識 と,そ の.発現 形 態 と して

の統 治 組 織 論 とが,特 異 な連 関 を持 つ もの と して捉 え られ,重 要 な分 析 対 象 と

して ポ ー コ ック に よ って 認識 され る の で あ.る。

で は,ポ ー コ ックが 聖 徒 の行 動 主義 を,現 状 変 革 の み な らず 理 想 の 統 治 組織

の構 築 を もめ ざす 動 因 と見倣 し,そ の時 間認 識 と統 治 組 織 論 との 特 異 な 連 関 を

指 摘 す る こ とが で きた の は なぜ な の で あ ろ うか 。 そ れ は,聖 徒 の 時 間 認 識 に 関

す る ポ ー コ ック 自身 の 卓抜 な概 念化 に依 拠 して い る。 つ ま り,そ の 時 間 認 識 を

支 え てい る宗教 性 そ の もの を分 析 す る ので は な く,そ の 世 俗 的 に 表 明 され た様

式 に焦 点 を当 て て 分 析 す る こ と(本 稿 で 言 う と こ ろ σ))〈世 俗 的 に表 明 さ

れ た宗 教 性 〉 とい う分 析 視 角一一一..・・で あ る 。換 言 す れ ば,「 黙 示 録 的 次 元 は 国民

2D)伽 昆,PP.343-344.

2工),bid,P.343,

22}翫 昆,F.345.

23)P:k,LEngLmd',P.109.
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的 な一 つ の[認 識]様 式,つ ま り,イ ン グ ラ ン ドの 聖 徒 は 自 らが 選 良 た る こ と

とそ の 国 民 た る こ と と を共 に 固有 の もの と見 な す一 『神 に よっ て 選 ば れ た イ

ング ラ ン ド人 た ち』 の..一人 と して の聖 徒 一 とい う結 果 を伴 い な が ら,こ の 国

家 こ そ 聖 な る時 間 に存 在 し活 動 す る もの で あ る と構 想 す る た め の 様 式 」鋪が 考

察 の 対 象 なの で あ る。 「した が って,イ ン グ ラ ン ドの黙 示 録,つ ま り選 ば れ た

国家 とい う教 義 は,複 雑 か つ特 定 の時 間の 枠 組 み にお け る,世 俗 的 で あ り神 的

で もあ る公 共 空 間一.一.一そ こで は個 人 は聖 徒 で あ りイ ング ラ ン ド人 と して行 動 す

る一 と して[イ ン グ ラ ン ドを]概 念 化 す る ひ とつ の 方 法 と.して 見 な され な け

れ ば な らない 。 … ∴ だ か ら イ ン グ ラ ン ドの黙 示 録 的 思 考 様 式 は,世 俗 意 識 の 一

つ と して 分析 す る こ とが 出 来 るの で あ る。」輩5}つま り,ポ ー コ ック の 言 う と ころ

の く世 俗 化 〉 とは,神 の 存 在 の重 要性 を強調 しな い思 想 とい う意 味 で の 非 宗教

化 を意 味 す る の で は な い 。 そ して,〈 世 俗 的 に 表 明 され た宗 教 性 〉 とい う概 念

化 が,時 間認 識 に表 象 され る宗教 性 と統治 組 織 論 との特 異 な連 関 に焦 点 を当 て

る必然 性 を支 え て い る ので あ る。

と ころ が,ポ ー コ ック に よれ ば,こ の キ リス ト教 的 な 能動 的主 体 を支 え てい

た 聖 徒 と イ ン グ ラ ン ド人 か らな る 「神 に選 ば れ た イ ン グ ラ ン ド人」 とい う複 合

的 な存 在 は い つ まで も存 続 す る こ とは 出 来 な い。 なぜ な ら,そ の存 在 は,「 選

ばれ た国 家 と選 良 か らな る共 同体.1と が 一 致 した 政 治 的 宗教 的単 位 と して の イ

ン グ ラ ン ドが 前 提 に な っ て い た か らで あ る。 つ ま り,イ ング ラ ン ド人 と して

1.自分 自身 が 諸 制 度へ 緊密 に 関係 づ け られて い る.がゆ え に,当 初 は彼 の 国家 こ

そが 選 ば れ て い る と信 じて い た神 に よっ て選 ばれ た イ ン グ ラ ン ド人 も,そ れ ら

の諸 制 度 の う ちの あ る もの,あ る い はす べ てが,選 ば れ て い る 国 家 の達 成 点 と

.して は相 応 し くな い と感 じる よ うに な」 れ ば絢,「 『相 応.し くな い』 諸 制 度 を置

き換 え る ため に新 しい 諸制 度 を 案 出 す る」 こ とを躊 躇 しない 「反律 法 主義 の瞬

24)Poc㏄k,渦4α 酌 ぬτ超薦 躍〃 ルf㎝8臓p.3ヨ7.

25>伽 訟

26>ibid,PP、 胆6..訓7.



ジェ・.ムス・ハリントン研究とJ.G.A.ポ ーコック(2)(29〕29

問」27)を迎 え る。 この 時,神 に選 ば れ た イ ング ラ ン ド人 は,〈 選 ば れ た 国家 〉 と

は程 遠 い イ ング ラ ン ドの 現 状 に 反 発 して,理 想 的 な 国家 の形 成 を通 じて く選 ば

れ た国 家 〉の 再 建 を 目指 す 〈イ ング ラ ン ド人 〉 で は な く,聖 な る共 同 体 の 形 成

を通 して く選 ば れ た 国家 〉の 再 建 を 目指 す く聖 徒 〉た る こ とを選 ぶ の で あ る28,。

こ こで 問 題 に な る の は,聖 な る共 同 体 の 形 成 を通 して 〈選 ば れ た 国 家 〉 と し

て の イ ング ラ ン ドをい か に して再 構 築 す るか とい う こ とで あ る 。 一 方 で ,「 選

ば れ た 選 良」 とい う概 念 で この 再構 築 を果 た そ う とす る のが,ポ ー コ ックが ハ

リ ン トン との 思 想 的 異 同 を 特 に 強 調 す る ヴ ェ イ ン,ジ ョ ン ・ミル トン(John

Milton,16⑪8-1674),ぐ して 第 五 王 国派 で あ る 。 まず ,ポ ー コ ッ ク に よれ ば,

ハ リン トン と彼 らの 関 係 は ,「 選 ば れ た 国 家theElectNat.ion」 の構 成員 の資 質

を何 に求 め るの か を手が か りに分 析 すべ きで あ る。 時代 状 況 か ら考 え て ,ハ リ

ン トン は,1世 襲 的秩 序 よ り も よ り手 強 い 別 種 の 貴 族 政 の 可 能 性 ,つ ま り聖 徒

た ち,多 数者 に は こ との 本 性 上 判 断 で きな い 精神 的 な経 験 を.もっ こ とを要 件 と

す る選 良,に よる支 配 の 可 能性 に つ い て 考 察 し な けれ ば な ら なか っ た。」29)した

が っ て,ハ リ ン トン は,「 聖 職 者 叙 任 は 世 俗 の主 権 者civilsovereignに よっ て

担 わ れ る 世 俗 の 選 択 行 為civilchoiceで あ る.1鋤と主 張 す るだ け で な く,「 共 和

国,つ ま り全 て の市 民 が 平 等 で あ る 政 治 体 制 は また,神 の 前 に お い て全 て の.市

民 が対 等 で あ る とい う こ とで もあ る 。 そ の結 果,共 和 国 は,.一 種 の神 権 政 治a

theocracyで あ り,そ こ にお い て は キ リス トが 君 主 な の で あ る」 と繰 り返 し述

べ る ので あ る濫%こ の 主 張 こそ が ,ポ ー コ ック に よれ ば,躍 食eliteや 救 い に

予 定 され た ものelectと して」 自分 た ち 自身 の た め の権 威 を要 求 し,そ の結 果

と して 「共和 国 や キ リス トの王 国 を否 定 す る」 ヴ ェ イ ンや 第五 王 国 派 とハ リ ン

トン とを 分 か.つもの な ので あ る3%

27)ピbid,P.閲7.

28}紬 磁,P.345

29)ピ ゐゴ趾,P.395,

30)ゴ6ご4、P.397.

31〕 ゴう'4,P.398.

32)翫4



30(30)第169巻 第1号

そ して ポ ー コ ッ クに よれ ば,ハ リ ン トン は,マ キ ャ ヴェ ッ リの言 説 一 均 衡

した統 治,躍 動 的 な力量,古 典 古 代 的 な市 民 形 成 の た め の軍 事 力 とプ ロパ テ ィ

ー を用 いて
,聖 なる 共 同体 の再 建 を通 して く選 ばれ た国家 〉 ニイ ング ラ ン ド

の再 構 築 を説 明 しよ う とす るの で あ る。 つ ま り,「 ジ ェ ー ム ズ ・ハ リン トン は,

ジ ヴ ィ ック ・ヒュ ーマ ニ ス ト的 思 考civichumanist.thoughtと イ ン グ ラ ン ド的

政 治 ・社 会意 識 と の統 合,マ キ ャ ヴ ェ ッ リの 軍事 理 論 と自 由土 地 所 有 の プ ロパ

テ.イの重 要性 に 関す る コモ ン ロ ー的 理解 との鎚 を もた ら した」 の で あ る謝。

ポ ー コ ック に よれ ば,古 典 古 代 的 な能 動 的 市 民像 を支 え る思 考 様 式 を完 成 さ

せ る た め には,第 一 に,運 命 と徳 と い う二 つ の概 念 に基礎 を置 く思 考様 式 が 必

要 で あ る釦。 エ リザ ベ ス 朝 にお い て,運.命 の イ メ ー ジ とは,現 在 あ る秩 序 を正

当化 す る 目的 に 使 わ れ て い だ3。 しか し,次 第 に,「 古 典 的 な.市民 像 」 と両 立

可 能 な 「動 学 的 なkinetic」 秩 序 観 一 「均 衡 は,諸 要 素 の ベ ク トル の こ とな

る諸 圧 力,つ ま り相 殺 す る 諸 活 動 に よっ て維 持 さ れ,そ して.そ れ らの 諸 力 は

あ らか じめ定 め られた そ の 本 性(も し くは徳)に 固定 さ れつ づ け るの と同 様 に,

そ れ ら 自 身 の 間 で そ の 関 係 を ま っ と う しな け れ ば な らな い 」鋤一 が 支 配 的 と

を る。 この 活 動 こ そ が,「 相 い 矛 盾 す る もの 同士 が そ の 状 態.を脱 す る 点 にお い

て 諸 活 動 の 均 衡 状 態 を もた らす 」 ので あ る37.。しか し,個 人 の 活 動 にの み依 拠

す る秩 序 は,「 運 命 に無 防 備 」 三不 安 定 で あ っ た。 つ ま り,「 国 家組 織 と国民 と

は,諸 個 人 と同様 に,運 命 の車 輪 の うえ に乗 っか る よ うに 野 心 が そ れ らを運 命

づ け る の に応 じて,隆 盛 や 衰退 をむ か え る。 とこ ろが,共 和 国 だ け が,個 々 人

が 政治 的存 在 とな る条 件 と して,徳 を運 命 に立 ち向 か わせ る よ う仕 向 け る こ と

が 出 来 た。 徳 とは,共 和 国 の 原理 な の で あ っ.たg押 こ こ に,「 均 衡 した 統 治 」

と 「躍 動 的 な力 量=徳 」 とい う概 念 が利 用 可 能 とな る。

33)謝4,p.vii[.な お,強 調は引用者による。

34)ピ 西ピ4,P..例9.

35)西 磁

36)ま う鼠

37)疲6以

38>'∂ ゴ6己,PP.349-35D.
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第 二 に,シ ヴ ィ ッ ク ・ヒ ュー マ ニ ズ ム の完 全 な復 活 に到 達 す る た め に必 要 な

も の は,「 権 威 は神 か ら授 か る もの で あ り,ま た各 自 の 階層 を 決 定 す る もの で

もあ る と い う中世 的 イ メー ジ」 の 克 服 を可 能 とす る もの と して の,「 あ る 領 域

内 にお け る安 定 性 」 を取 り扱 う言 語 で あ る39)。ポ ー コ ックに よれ ば,安 定 性 の

問 題 は,[現 世 にお け る[人 間 の]不 完 全 性 」 に起 源 を持 っ て い る あ い わ く,

全 て の 人 間 は 「一 般 的 な堕 落 「傾 向].1.を 共 有 して い るが 故 に,王 で あ れ 臣 下

で あ れ,自 分 自身 の 身分 にか か わ らず,こ の 「堕 落 」 か ら無 縁 で あ る もの は い

な い4%特 に,「 知 性 の 不 完 全 性theimpe㎡ectionofintellectは 臣 下 と王 に よっ

て共 有 され て い る の で,神 か ら全 ての 堕 落 した 人 間 に対 して 向 け られ て い る権

威 は,神 意 に よ って の みonlyprovidentia】ly,王kingと して 特定 の個 人 に委 ね

られ る。」4i:1その 結 果,王 は,「[集 合 的 な知 性 ・深 慮 ・経 験 主 体 と して の1彼 の

臣 下 に相 対 す る と き,操 作 の 主 体 で あ る と同 時 に そ の 客体,つ ま りお 互 い に政

治 的手 腕 の発 揮 を競 い.合う こ と にL対 等 に]関 わ る 指導 者 と構 成 員 で あ る こ と

に な る。」働そ して また,「 イ ング ラ ン ドの統 治 組 織 は,も は や,神 や 理 性 の 権

威 か らの直 接 的 な産 物 な の で は な い 。 そ れ は,統 治 に関 わ る三 身 分 の す べ て か

らな る 人 間 の深 慮humanprudenceの 考 案物 なの で あ る。」43,ゆえ に,統 治 に拘

る三 身 分 の 問 の 適 切 な均 衡 は,自 己完 結 的 な も ので は ない の で,あ る 別 の 決定

因:「 天 に訴 え る こ と」 を必 要 と して い る 。 「天 は1白 らの 意志 す る と ころ を,

特 定 の 権 威 の 形 態 に 対 して先 験 的 な支 持 を知 らせ る とい う形 で は示 さな い。 そ

うで あ る か ら こそ,各 個 人 は 内乱 の 渦 中 にお い て,自 分 自身 の良 心conscience

に 従 い な が ら も,武 力 を行 使 す べ きか 否 か,つ ま り戦 闘 に よる問 い か けの 結 果

の 中 に 表 明 され た 天 の 判 断 に訴 えた の で あ る。」婦そ の 結 果,ポ ー コ ッ ク に よれ

ば,1軍 事 力 と兵 員 の維 持 が,公 的 な権 威 や 公 的 な財 政 の 中 心 課 題 とな る の で

39)ゴ ムf`∠,P.352.

40)歪 うゴは,P.353.

41)め 泓

42>疲 ゐゴ訟,P.354.

43),bid,p.362,

44)ibid.P.3肥.
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あ る。」45:1

以 上 を踏 ま えて,ポ ー コ ック の ハ リン トン解 釈 を再 確 認 して お き たい 。 ポ ー

コ ッ クに よれ ば,内 乱 期 に お い て,政 治;宗 教 活 動 へ の積 極 的 な参 画 を要 請 す

る千 年王 国主 義 の時 間 認 識 と,マ キ ャヴ ェ ッ リの 遺 産 と して の古 典 的共 和 主 義

の 言 説 とが,17世 紀 イ ング ラ ン ドにお け る古 典古 代 的 な市 民 像 の復 活 を.可能 と

した。 そ して この復 活 を体 現 してい るの が,ポ ー コ ッ クに よれ ば,ハ リ ン トン

で あ っ た。 ハ リ ン トンは,1..自 由 土 地 保 有 著 た ち の民 主 政 だ け が,自 己 安 定 的

なポリテイアを作 り出すための広範かつ均衡の取れた方法による政治的権嘩の

配 分 に不 可 欠 な 人的 資 源 を持 つ の で あ る。 そ し.てその よ う な共 和 国 は理 論 上,

不 死 な の で あ る と主 張 した」 の で あ っ た4%そ して また が れ ば,「 市 民 に 関 す

る理 論,そ れ は イ ン グ ラ ン ド人 を市 民 と して示 し,[選 ば れ し もの と]自 認 す

る聖 徒 た ちの 寡 頭 政 よ り も神 に近 い存 在.と レて イ ン グ ラ ン ドの共 和 国 を提 示 す

る理 論 を展 開 し た」 の で あ っ た4%

ポ ー コ ック は,「 どの よ うに して,人 間 は 政 治 的 動 物 つ ま り本 性 上 市 民 で あ

る とい うア テ ネ 人の 主 張 が,.人 聞 は宗 教 的 で あ る とい う キ リス ト教 の 主 張 と,

直 接 的 で は な く逆 説 的 な挑 戦 を し なが ら復 活 し,神 の 国 とい う奇 妙 な政 治 的 名

前 に よ って 知 られ て い る超 越 的 か つ 永 続 的 な神 との 交 わ りの な か で生 きる よ う

に な った の か,第 二 に,そ の結 果 生 じた論 争 が,全 て の 信仰 者 が 祭 司 で あ り,

教 会 で は な く社 会 こそ が真 の エ ク レシ ア.[神 め 集 会]で あ る とい う.プロテ ス タ

ン トの 主 張 が もた ら した 帰 結 と い か に して.融合 した の か 押 とい う シ ナ リオ に

お い てハ リン トン を論 じた 。

も ち ろ ん ポ ー コ ック は,シ ヴ ィ ッ ク ・ヒ ュー マ ニ ズ ム の復 活 を,「 福 音 的,

千 年 王 国 的evangelicalandmillenarian」 用 語 や,「 ポ ス ト ・キ リ ス ト教 的,

ユ ー トピ ア的post-Christianand.utopian.1用 語 に よっ て 説 明 を施 す こ とが 可 能

45〕 ゴ配冨,P.356.

46〕 ゴうid,pp.387.認8・

47)諭 ♂

48)ibid,pp.462-463.な お,強 調は引用.者による。
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で あ る こ と を認 め る4㌔ しか しポ ー コ ッ ク に よれ ば,問 題 の核 心 は,そ れ ら を

「人格 の 世 俗 化thesecularizationofpersonality」 の 反 映 と して扱 う こ と,つ

ま り時 間認 識 に代 表 され る宗 教 性 とそ の発 現形 態 と.して の統 治 組 織 論 との 関 係

と して 把握 す る こ と にあ る醐。 した が っ て,ハ リ ン トンの 宗教 性 は イ ン グ ラ ン

ドとい う特 殊 な磁 場 の なか で は,〈 世 俗 的 に表 明 され た 宗 教 性 〉 と して,「 共 和

国 の再 建 の契 機 」 と 関連 付 け られ なが らボ ー コ ック に よっ て論 じ られ るの で あ

る 。

Vお わ り に

本稿 で は,ハ リン トン研 究 の 進 展 の た め に,そ の思 想 に お け る統 治 組 織 論 と

宗教 性 との特 異 な連 関 を分析 す る こ とが不 可 欠 で あ る こ とを,そ の研 究 史 に即

して確 認 す る こ とを 目指 した 。 従 って,そ の研 究視 角 の先 駆 者 で あ る ジ ョン ・

ポ ー コ ッ クの 解 釈 の 特 徴 を把 握 し,そ して,〈 世 俗 的 に表 明 され た 宗教 性 〉 と

い うそ の分 析 の枠 組 み の 意 義 を見極 め る こ とに議 論 の重 点 が 置 か れ た。

まず始 め に,ポ ー コ ッ ク以 前 の研 究者 に よる,民 主 主 義 者,ジ ェ ン トリの代

弁者,ブ ル ジ ョア思 想 家 とい う様 々 な ハ リ ン トン解 釈 を分 析 した。 そ の 議論 の

目的 は,ハ リン トンの 全 体像 の 素 描 で は な く,近 代 化=脱 宗 教 化 とい う彼 ら 自

身 の歴 史認 識 を裏 付 け る ため に,そ の思 想 を部 分 的 に利 用 す る こ とにあ った 。

した が っ て,世 俗 性 と宗 教性 を対 立 的 に把 握 す る現 代 か らの 遡 及 的 視 角 に よ っ

て ハ リ ン トン を裁 断 す るの で,宗 教 性 に 関 す る議 論 は,統 治 組 織 論 の 従 属部 分

と見 な され,充 分 な分析 を施 され て い な い こ とが 明 らか とな っ た。

次 に,ポ ー コ ッ ク に 影 響 を 与 え た 先 駆 者 の 議 論 に 見 ら れ る特 定 の 思 想 の

1型 」 に注 目す るハ リ ン トン解 釈 を扱 っ た 。 しか し,世 俗 性 と宗 教 性 を対 立 的

に把 握 す る思 考 様 式 は こ こで も顕 著 で あ り,ま た思 想 の 連 続 性 を強 調 す る 余 り,

後 代 に お い て始 め て 有 効 な解 釈 図 式 や分 類 を,時 代 状 況 の 差 異 を こ えて 遡及 的

49)ゴ ゐゴは,P.453.

50)㈲ 鳳
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に適 用 す る傾 向 を持 っ て い る こ とを指 摘 した 。

そ して,ア リス トテ レス的 な人 間 観 とあ る種 の キ リス ト教 的 な そ れ との歴 史

的 相 克 の なか にお い てハ リ ン トンを論 ず る ポ ー コ ッ クの 議論 を分 析 した。 ポ ー

コ ック に よれ ば,ハ リ ン トンは,「 卓越 」 した 「シ ヴ ィ ック ・ヒュー マ ニ ス ト」,

「古 典 的 共和 主 義 者 」,そ して 「マ キ ャ ヴ ェ ッ リ主 義 者 」 で あ った 。 そ の 議 論

で は,.統 治組 織 論 と宗 教 性 との 特 異 な連 関 の 分 析 が,ハ リ ン トンの思 想 を理 解

す る上 で重 要 で あ る こ と を強 調 して い た 。 そ して そ の 解 釈 を支 え る の が,「 時

間認 識 」 を軸 に した 思 想 分 析 と,〈 世 俗 的 に表 明 さ れ た宗 教 性 〉 とい う概 念 化

で あ った 。 これ5に よっ て ポ ー コ ック は,ヴ ェ イ ン,ミ ル トン,第 五 王 国派 と,

ハ リ ン トン との 違 い を,峻 別 す る こ とが で きた 。

しか し,ポ ー コ ック の よ う に,〈 世 俗 的 に 表 明 さ れ た宗 教 性 〉.とい う研 念 を

用 い る こ とで,ハ リ ン トンの 宗 教 性 そ の もの を直 接 的 に 分析 しな い こ とは,同

時 代 にお ける宗 教 的文 脈 の重 要 性 を勘 案 す るな らば,ハ リ ン トンの独 自性 を 同

時 代 にお い て よ り明確 に把 握 す る こ との障 害 とな る の で は な い だ ろ うか5')。例

え ば,ハ リ ン トンが 強 調す る市 民 の資 質 は,道 徳 的 基礎 で は な く物 質 的基 礎 に

置 か れ て い た 。 この視 角 は,ポ ー コ ッ クが 解 釈 した よ う に,「 自認 に よ る聖 徒

た ち」 とハ リ ン トン との 区 別 を明 ら か に す る 上 で は有 効 な の で あ る カ1,(別 稿

で扱 う)ジ ョナ サ ン ・ス コ ッ ト(JonathanScott)が 強 調 す る よ う に,他 の 同

時 代 共 和 主 義者 の なか で のハ リ ン トンの 〈異 質 性 〉 道徳 的資 質 や宗 教 性 を

直 接 的 に強 調 しな い例 外 とい う新 た な問 題 を生 み 出 して しま う。 したが っ

51)し か し こ の こ と は,ポ ー コ ッ ク が ハ リ ン ト ン の 時 代 に お け る 宗 教 的 要 因 を 軽 視 し て い る と い う

こ と を 意 味 し な いQ.G.A.PocQck,'Re】igiousFreedomandtheDesacralizationofPolitics=

FromtheEnglishCivilWarstotheVirginiaStatute'野inM,,,rill1,.Petヒrs`,1[&Rober【C.Vaughan

ds.,刀 ・だv2喀 諏 α 純 血 〃躍 ノb7.Rd顧 σ昭 隔 伽 ノπ'μ5.EoolutionandConsequencesinAmerican

研5`o捌(Cambridge,1988),FP.43-73;続 用.,Virtue,Commeire,andHistory:essaysonPolidral

Thoughta,dHistory,ohiaf4,intheeighteenthcenm+y(CumbTid即,1985)〔 田 中 秀 夫 訳,「 徳 ・商

業 ・歴 史 」,み す ず 書 房,1993年:1,esp.,PP.41,43,55-56,106;漉 瓶,'lntroduction',inhis

edition,JamesHarringtoo,The〔 わ川 朋o肌 肥 配'論qノ 「C児 雌 躍α α屈A芝y∫f枷 げ 拘'ぬ`5(Cambridge、

1992),PP.vii-xxv,esp、,PP.xxH-xxiii;ガ 伽.,.嘔n81瞼(ゐ 鼠 冗碧π'αη ・㌧チリ配 ε廊revisir臼d二AStudyof

Hls1.orynnrlideology,JDurnalofModcrnI封story,53(1981).49.72,esp.,PP.56..58〕 。
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。,ア,。,テ ・蔚 故 共 和 議 ・ ・思 考 様 式 ・・ ヴ ・ イ ンや ミル トン な'

どの 、あ 。種 の,キ リ・ ト教 的 時 間 講 との対 打t縣 は萬 闘 識 磋 異 だ け

で は な く,他 備 点 を加 え・,さ ら・詳 細 ・分 析 す ・必 要 が あ る ・.その た め1こ

。,、 世 舳 厳 明 ・ れ た宗 雛 ・ とい うボ ー ・ ・ クの 概 念 化 を越 えて ・ ハ1'

。 ト。の統 治 機 齢 ・宗 雛 を架橋 す ・謝 ・関す ・体 細 な頒 と同時 代 に

お け 。そ 。独 自性 を把 握 す ・作 業 とが ・11・嫉 ・な ・ ・ これ が ・ 別稿 で考 察 す

る ポ ー コ ック批 判 の核 心 なの で あ る 。(完)

。本稿 は械13鞭 科学融 舗 雌 ・・よる研 究蘇 の一'部である・


