
近代 自然法 思想 におけ る 「社会」 と 「自由」.

.Th
.ホ ッブズの場合 一

平.石 隆 敏

ヘ ー ゲル は,よ く知 られ てい る よ うに,い わ ゆ る 『差 異 論 文 』 に お い て 「人

格 と他 の 人 格 との共 同(Gemeinschaft)は,そ れ ゆx,本 質 的 に個 人 の真 な る

自由 の 制 限 と してで は な く;そ の拡 張 とみ な され な け れ ば な らな い。 最 高 の共

同 は 最 高 の 自由 で あ る。」(ZW.2,S.82)と 語 っ て い る。 そ し て こ の 「最 高 の

共 同 」;「 最 高 の 自 由」 とい う理 念 は,ヘ ー ゲル社 会 哲 学 全 体 の モ チ ー フで あ

った と言 い うるで あ ろ うll。

しか し個 人 の 恣意 的 ・無 規 定 的 な 自 由で は な く,.個 人 の共 同体 へ の参 与 あ る

い は 共 同性 の 内 に始 あ て成 立 す る,よ り高 次 の 自由 とい.う問題 は,単 に 「全 体

主 義 者 」 ヘ ー ゲル の,.あ る い は彼 の時 代 の もの で あ った だ け で は な い。 む し ろ

そ れ は,.わ れ わ れ が現 代 に お い て も直 面 し続 け て い る課 題 で あ.ると言 わ ね ば な

らな い。 ま さに 「個 人 の 自 由」 と 「社 会 の 統一 性 ・秩 序」 とは如 何 に して調 和

あ るい は 調 停 し うるか とい う 問題 は,わ れ わ れ が 日常 的 に,あ るい は また 政.

治,法,経 済 な ど様kな 局 面 に お いて も,何.ら か の 解 決 を迫 られ て い る もので

あ る。 以下 で は い お ゆ る近 代 自然 法 思 想 が 提 起 した 問題 を,こ の 「社 会 的 自

由」 とい う視 点 か ら考 察 して み た い。

〔注〕

1)し か しこの 『差異論文』において,た だち4"こ うした理念が完成 されたわけでは

ない。 ここに提 出された課題 の展開は,イ エ ーナ後期以降においてなされた もので

ある。 この点比ついては拙稿 「個 と共 同体 との和解は可能であ るのか」(関西倫理学

会 『倫理学研究』第十五号 所収)を 参照 され牟い。
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まず こ こで 扱 お うと して い る 「近 代 自然 法 思 想 」 の 基 本 的 立場 お よび 思 想 史

的位 置 づ け にか ん して,い くつ か 述 べ て お くこ と と し よ う。

周.知の よ うに十 七 世 紀H.グ ロ テ ィ ウ ス(1583～1645)に よっ て始 ま る とさ

れ る 近 代 自然法 思 想 は,そ の 代 表 的 な 思 想 家 で あ るTh,ホ ッブ ズ(1588～

1679),S.F,V.プ ー フ ェ ソ ドル フ(1632～1694),J.ロ ッ ク(1632～1704),D,

デ ィ ドP(1713～1779),J,一J.ル ソー(1712～1778)な ど十 七 世 紀 か ら十 八 世.

紀 の 数 多 くの 人 々 に よっ て 展 開 され た 思 想潮 流 で あ る。 歴 史 的 に は,そ れ は

中 世 封 建 社 会 か ら近 代 市 民 社 会 的秩 序 へ の移 行 期 と して の市 民 革 命 の 時 代.の思

想 で あ り,し た が って そ こで は,ま ず 神 に基 礎 づ け られ た 統 一 的 社 会 像 を 脱 却

し,個 人 と して の 人 間 に よ って構 成 され る社 会 概 念,そ してか か る社 会 に お け

る個 人 の 位 置 を 確 立 す る こ とが, .そ の課 題 で あ った 。

しか し 「自然 法 」 とい うと らえ か た 自体 は必 ず し も近 代 に 特 有 の もの で は な

いz)。 す で にB,C,5世 紀 ごろ か ら古 代 ギ リシ ャ に お い て,世 界 全 体 を 目的 論

的 な 不 変 の 「自然 的秩 序 」 に よ って 支 配 され た もの と し,さ らに それ を 恣 意

的 ・人 為 的 な実 定 法 と区別 され た もの とす る 「目的 論 的 自然 法 思 想」.が展 開 さ

れ て い た 。ア リス トテ レス に お い ては 市 民 社 会 的 な 「正(SikaroY)」 は 「自然 的

年=自 然 法(δ ～雌α`oッ卿`66レ)」 と 「人 為 的 正=人 為 法(S[K-X[OYンoμ`纐 の 」 と

に 区別 され る。 「自然 法 は,い た る とこ ろで 同一 の妥 当 性 を もち,そ れ が正 し

い と考xら れ て い る とい な い とに かか わ らな い。 これ に 対 して,人 為 法 は,そ

うで あ って もま.たそ れ 以外 の仕 方 で あ っ て も本 来 は 一 向 差 支xを 生 じな いが,

い・たん こうと騨 た ら・ そうでなくてVま差支えが 牛じる ζとが らである・」

(EthicaNicomachea,1134b18)ま た ス トア派 に お い て は不 変 の世 界秩 序(lex

aeterna)の 人 間 に た い して の 顕 現 が 自然 的 な 法 秩 序(jusnatnrale)と して

把 握 さ れ た 。

さ らに古 代 ロー マ の法 思 想 に お い て は,F一?市 民相 互 の 間で の法 律 と して

り 「市 民 法(juscivile)」 ど ロー マ市 民 と外 国 人 あ るい は 外 国人 相 互 の間 の 「万

民 法(jロsgentium)Jと の対 躍 に お い て,.そ れ らの基 礎 とな る,よ り普 遍 的 か
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つ原 理 的 な法 と して の 「自.然法(jusnaturale)」 が 立 て られ,〈 市 民法 ・万 民

法 ・自然 法 〉 とい う 「三 分 法 」 あ る い は一 「万 民 法 」 を 「自然法 」.の具現 化

と解 す る こ とに よ り一 く市 民 法 ・自然 法 〉 の 「二 分 法 」 とい う分 類 が な され

.たので あ る。

こ うした 「目的論 的 自然 法 思 想」 は,中 世 に お い て,.ス トア的 な 「世 果秩

序 」(=lexaeterna)を 神 の意 志 と同 一 化 す る こ とに よ って,「 神 学 的 自然 法

.思想 」 に 転 換 され る。 た とえ ば ア ウ グ.ステ ィヌ スで は 神 の意 志,摂 理 と して の

「永 遠 法(lexaeterna)」,そ して こ の.「永 遠 法 」 に 照 ら され て 人 間 が 知 盤 に よ

っ て 自己 の 内に 見 出 す 法 す なわ ち 「自然 法(lex.naturalis)」 が,世 俗 的 な 人 間

相 互 の関 係 の規 制,調 整 の た め の 「一 時 的 法(lexto皿poralis)」 と区 別 され て

立 て られ る。 また トマ ス に お い て も3)同 様 に 「永 遠 法 」,「自然 法 」と,聖 書 の 内

に啓 示 され た 神 の教xと して の 「神法(lexdivana)」 お よび 人 間 が 人 為 的 に 設

立 した 「人 定 法(1exhu皿ana)」 とい う分 類 が な され た ので あ る。 「こ うした

永 遠 法 へ の知 性 的 被 造 物 の 参 与(participatio)が,わ れ わ れ が 自然 法 と よぶ と

ころ の もの で あ る。」(Summatheologia,1a2ae,qu,91,art.2)

これ に対 して 「近 代 自然 法 思 想 」 が 「近 代 」 の思 想 で あ る所 以 に,「 近 代 化 」

され た社 会 諸 関 係 の 内で,そ れ まで 人 間 め上 に立 つ 神 の意 志 に よ って 導 か れ る

もの とされ て い た 「自然 法 」.を,人 間 の あ り方 そ め もの か ら規 定 され る社 会 形

.成
の 原理 と して新 た に 導 出 し よ うとす る点 に あ る。 それ ゆxこ う した 近 代.自然

法 思 想 の課 題 は 「経 済 成 長,発 見 と発 明 に よっ て,ま た主 権 的 国家 お よび 自立

的 信 条 と教 会 に よっ て革 新 され た 生 活 諸 関 係 の規 範 化 の た め に有 効 な法 体 系 の

構 築 」.と 「自然 法 の基 礎 め確 保 と脱 神 学 化 」 とな る の で あ る9)。

そ し.て,後 述 す る よ う に,そ の た め に 第 一 に 一 定 の 人 間 の 「自然 本 性

(humannature)」 お よび 人 蘭 に 固 有 の 「自然 権(naturalright)」.を 設 定

し,そ の 実 現 の た め の原 理 的 諸 規 範 と して 「自然 法(naturallaw)」 を 導 く と

い う方 法 が と られ る。 ま た第 二 に,こ の よ うな 「人 間 本 性」 か ら原 理 的.に構 成

され る政 治社 会 ・国家 制 度 の あ り方 を 明 らか に す る こ とに よ って,近 代 的 国家

制 度 お よび 実 定 法 を理 論 的 に基 礎 つ げ,そ の正 当 性 を 根 拠 づ け る こ とが め ざ さ

れ る。 そ れ は 具体 的 に は,よ く.知.られ.てい る よ うに,ま ず 「自然 状 態 」 と 「社
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.会状 態
」.とを 区 別 して 設 定 し,こ の .「自然 状 態 」 に お い て生 ず る何 らか の 矛 盾

な い.し嗣難 を,同 意 に も とつ く 「社 会 契 約(socialcontract)」 の 締 結 に よる

「社 会 状 態 」 へ の 移行 に よっ て解 決 す る とい う図式 を と.るこ とに よって な され

るのzあ る。

しか.し,..こうした.近代 市民社会形成期の思想 としての 「近代自然法思想」

は,歴 史鰍 こは十九世紀にいたって,「 『あるべき法』から 『ある法』へ」を基

本的スローガシとし,経 験的 ・帰納的に 「実定法」の考察をおこな う法実証主

義.(legalpositivismVこ とって代わ られることとなった。それは十九世紀前半

において,例 えば 「法命令説」にもとづき法の概念の確定をめざすJ.オ ー

ステ.イソの 「分析法学」,ま た歴史的に生成変化するものとして法をとらxる

F.K.v.ザ ビニーの 「歴史法学」,成文法の形式的解釈のみを事 とするフラン

ス 「注釈法学」なζによって駆逐されていった。いわば近代的国家の確立 ・安

定 とともV:,法 体系0)理 論的根拠づけ作業はもはや必要ではなくな り,む しろ

既存の枠内での法の形成的整備が主眼となっていったとも言xよ う。

しか しそれは決 してわれわれにとって共同体,社 会制度のあ り方きよびその

.基礎を問題化する必要がな くなったことを意味するのではないであろう
。以下

では こうした近代自然法思想のなかヵ・ら,「 はじめて自然法の根本諸規範を,

もはや.r自 然的』.秩序の理念あるいは自然本性や神の意志からではなく,平 等

の.権利を もって行為する人格の運念か ら展開し,さ らに それ らの根本諸規範.

を,少 な くともその発想においては,人 間の尊厳と自律の要請にもとついて探

求した」5)ホッブズの理論の もつ意味 とその問題点にっいて考z.て みたい。

2)cf.K.一H.Siting,NamrrechtandSittlichkeit,Klett-Cotta,1983,S.35ff,

3)cf:Summatheologia,la2ae,qu,91-97

4)K.一H.Ilting,Naturrechtand・r・,S,73

5)ibid.,5.75

ホッブズにとってその基本的方法となるのは,.幾 何学をモデル とした方法で
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あ る67。彼 に よれ ば,.「哲 学 とは,わ れわ れ が そ の原 因 や 生 成 に つ い て最 初 に も

って い る知識 か らの正 しい 推 論(ratiocination)存 こよ って 獲 得 す る よ.うな結 果

や 現 象 に つ い て の知 識 で あ り,そ して ま た最 初 に それ らの結 果 を 知 らて い る こ

とか ら得 られ る よ うな原 因 や 生 成 に つ いて の知 識 で あ る。」(EW.vo]..1,p.3)

そ して この 「推論 」 は 「計 算(computation)」,す な わ ち 加 法.(addition)と.

減 法(subtraction)で あ る とも 言 い か え られ て い る。 彼 に とっ て.「理 性推 理

(reason)」 とは,こ の よ うな 「計 算 能 力」 に ほか な らない ので あ るv;。

そ して 哲学 に お い ては,こ.う した 「計 算」 は,「 言 葉 」 を 対 象 と して い る。

す な わ ち そ れ は 「名 辞 」 を 適 切 に 付 与 し,「 定 義 」 す る こ とに も とづ き,さ ら

に ご.れらの諸 名 辞 の結 合 に よ って つ くられ る 「命 題(assertion,proposition,)」

へ,そ して諸 命 題 の結 合 で あ る三 段論 法 へ と進 み,「つ い には 当面 の主 題 に か ん

す る諸名 辞 のす べ て の帰 結 に つ い て の 知識 に わ れわ れ が 達 す る こ と」 で あ る。

(cf.EW:vol.3,p.35)そ して 彼 に と って真 理 性 は,ま さ に 「名 辞 」.を正 し く

設 定 す る こ と,お よび 諸 名 辞 を 正 し く結 合 して 「命 題 」 を 構 成 し,そ して 諸 命

題 を 正 し.く計 算 ・操 作 す る こ とに 存 す る ので あ る。 「真 偽 とは 言 葉(speech)

の属 性 で あ って,事 物 の属 性 な ので は.ない 。」(EW.vol.3,.p.23)8)

さて こ うした 彼 の 哲学 の 方 法 は 「分 析 的(analytical)方 法 」 と 「総 合 的

(synthetical)方 法 」 か らな る。 「そ れ ゆ えに わ れ わ れ が事 物 の 原 因 を 見 出す と

ころ の方 法 は,構 成 的(compositive)あ るい は分 解 的(resolutive),も し くは

部 分 的 に 構 成 的 で部 分 的 に分 解 的 な方 法 に ほ か な らな い 。 そ して通 常,構 成 的

な ものは 総 合 的方 法 と よばれ,分 解 的 な もの は分 析 的方 法 と よぼれ る。」(EW.

vo1。i,p,68)分 析 的方 法 は,た と えば 「正方 形 」 とい う一 つ の全 体 の 「原 因

(cause)」 を 明 らか に す るた めYom,そ れ を 「一 定 の数 の 等 しい直 線 と直 角 に よっ

て 区 切 られ た 平 面(aplain,terlninatedwithacertainnumberofequaland

straightlinesandrightangles)」 へ と 分 解 し,そ し て 「線(line)」,「 平 面

(plain)」,「 区 切 ら れ た(terminated)」,.「 角(angle)」,「 真 直 ぐ さ(straight-

ness)」,「 等 し さ(equaIity)」 な ご の 「al的 な も の(universaIthings)」 に 達

す る 。 そ し2こ れ らの 「普 遍 的 な も の 」0原 因 一 これ は 「原 理(principle)」

あ る い は 「定 義(de丘niYion)」 と も よ ば れ る一 を 知 る こ と に よ っ て,そ れ
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ら.の複 合体 で あ る 「正 方 形 」 とい う全 体 の 原 因 を獲 得す る とい う方 法 で あ る。

(cf.EW.wl.1,p.69)

これ に対 して 「総 合 的 方 法 」 は 「証 明 の方 法(methodofdemonstration)」

と も よば れ,「 それ 自体 か らし て 明 らか な 第 一 の 命題 あ る いは最 も普 遍 的 な命

題 か ら出 発 し,諸 命 題 を三 段 論 法 へ と構 成 しつ づ け る こ とに よっ て,探 求 され

.てい る結 論 の 真 理 を 研究 者 が最 終 的 に理 解 す るに い た る」(EW.vol.1,p.81)

た め の 方 法 で あ る。 そ れ ゆ え に ホ.ッブ ズ の哲 学 め 方 法 は,ま ず 「研 究 の方 法 」

で あ る 「分 析 的方 法 」 に よっ て探 求 す べ き対 象 を 最 も普 遍 的 な る諸 要 素 へ と分

解 して 原理 へ と到達 し,そ こか ら再 び 「叙 述 の方 法 」 で あ る 「総 合 的 方 法 」 に

よ って,こ れ らの 原 理 か ら最 初 の対 象 を演 繹 し再 構 成 す る こ とに よっ.て説 明す

る とい う形 を と る こ とに な る。.

した が って 彼 の 社 会 哲 学 に お い て も,ま ず 探 求 の対 象 で あ る 「国家 」 を,政

治 的 諸 制 度 を 捨 象 す る こ とに よ って,そ の普 遍 的 な構 成 要 素 で あ る 「人 間 の あ

り方 」 す な わ ち 「人 間 本 性(humannature)」 に まで 解 体 し,こ の 原 初 の状 態

に おけ る諸 個 人 の相 互 の ふ る まい を 明 らか に し,.そ して再 び そ こか ら必然 的 に

生 成 す る公 権 力 のあ り方 を 叙 述 す る こ とに よっ て,国 家 制 度 ・権 力 ・法.の根 拠

.および 正 当性 を解 明す る.とい う方 法 が と られ るの で あ る。

6)ホ ッブズ431629年,.あ る貴族の図書館 で 開かれた ままの ユーク リッ ド 『幾何学原

理』の第一巻定理四十七を 目に とめ,最 初は 「絶対に こんなことはあ りz.ない」 と

思いなが ら,証 明を読みすすむ うちにそれが真理であ ることを納得 した。かれは こ

れを機会 として 「幾何学 との恋 におちい った」.と言われている。.

7)「 理性 とは,わ れわれの思考を記号づけ(marking)た り表示(signifying)し 牟 り

す るために窃定 された一般的名辞 の計算(reckoning)(す なわち加減)に ほかな ら

ない。」(EW.vo1.3,p.30)

8.)誤 った名辞 の結合 と43,た とえば物体 に属す名辞 と偶有性に属す名辞 との結合(r信

仰 〔偶有性〕が吹 きこまれた 亡物体〕.」)や,物体に属 する名辞 と名辞に属す名辞 と

の結合(「 被造物 〔物体〕 とは一般的なもの 〔名辞〕である」)な どである。cf.EW.

vol.3,P.33f.さ らに ホッブズは, .正しい命題 とは述語が主語を包含 している命題

であ り,た とzば 「人間は被造物であ る」 は,主 語 「被造物Jが 述語 「人間」の意

味 を内包 してい る場合 に真である としている。C{.EW.VOI.3,p,23.
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四

さて この原 初 の 「共通 の公 権 力 が存 在 しな い状 態 」 一.一一す なわ ち これ が 「自

然状 態 」 で あ るが.は,ホ.ッ ブズ に お い て は,周 知 の よ うに,「 万 人 の万 人

に 冷 い す る 闘争(bellumomniumcontraomnes)」 と して描 か れ る9>。 ホ ッ

ブズ は人 間 の 「自然 本性 」 を,自 己 の欲 求 の充 足 す なわ ち 「快 」 を 追 求.し,ま

た 「嫌悪 」 を逃 れ なが ら自己 の生命 活動 を維 持 し,そ して そ のた め に 限 りな く

「力」 を 求 め る存在 と して規 定 す るめ で あ る。.

か れ は人 間 を含 め た 自然 全体 の原理 を,物 体 の機 械 論 的 ・因 果 的 連 鎖 に も と

つ く 「運 動 」で あ る とす る。 『物 体 論(DeCorpore)』 に よれ ば,「 運 動(motion)

と.は,ひ とつ の 場 所 の 喪 失(privation,)お よび 別 の 場所 の獲 得(acquisition) .

で あ る。J(EW.Vol.1,p.70)し か も この 「運 動 」 に お い て は,〔i)静 止 す

る もの は,そ の静 止 を妨 げ る他 の物 体 が存 在 しな けれ ば,静 止 しつ づ け,ま た

(iii運 動 す る もの は,そ れ を 静 止 させ る 他 の 物 体 が 存 在 しなけ れ ば,運 動 を つ

づ け る とさ れ(cf.ibid.p,115),し た が って物 体 の運 動 の あ らゆ る変 化 ぽ他 の

物体 との 因果 関係 に も とつ くこ と とな る。 そ して か れ は,こ の よ うに して 自然

全 体 を必 然 的 な因 果 的連 鎖 に よ って と らえ る こ とに よっ て,伝 統 的 な 目的 論 的

な 自然 観 を否 定 す る ので あ る1D)。

さ らに ホ ッ ブズ に とっ て人 間 の把 握 そ の もの も,.こ うした 自然 過 程 の一 部 分

と して な され る。 したが っ てそ の意 味 で ま さに 「人 間 の 自然(humannature)」.

が 問 題 と され るの で あ る。

『リ ヴィ アサ ン』 に よれ ば,人 間 の 運動 は 「血 液 の流 れ,脈 拍,.呼 吸,.消 化,

栄 養 摂 取,排 泄 な ど」 の純 粋 に 身体 内部 の運 動 に よ って説 明 され る生 命 現 象,

生 理 的 作 用 で あ る 「生 命 運 動(vita]motiQn)」 と,「 意 志 的 運 動(voluntary

皿otion)」 と も よばれ る 「動(物)的 運動(animalmOtion)」 とか らな って い

る。後 者 は 人 間 の諸 器 官 ・諸 部 分 に お け る運 動 で は あ るが,糊 ヒさ ま ざ まな情

念 お よび 意 志 的 な身 体 運 動 な どを さ してい る。

ホ ッブ ズ に よれ ば 人 間 の精 神的 な諸 運 動 は,外 的 な対 象 の運 動 の 感 覚 器 官 に

た い す る 圧 迫 が 頭 脳 お よび 心 臓 に つ た え られ た もの で あ る 「感 覚(sense)」i
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そ して この感 覚 の運 動 の残 像 ・ 「お とろ.xゆ く.感覚 」 と して の 「映像(imagi-

nation)」 か らな り,思 考(の 系 列)も これ らの 「感 覚 」 お よ.び 「映 像Jの 連

続 的 生 起 と して説 明 さ.れる。 そ して 意 志 的 な行 動 とは,あ る行 動 の 実 行 に 先 だ

って,そ の事 柄 に つ い て の欲 求(appetite)お よび 嫌 悪(aversion)の 「映 像 」.

が交 互 に連 続 す る 「熟 慮(deliberation)」 が な され る場 合 にほ か な らな い 。 な

ぜ な ら 「熟 慮 に お い て,行 為 あ るい は 行 為 の 不 作 為 に直 接 的 にむ す び つ く最 後

の欲 求 あ るい は嫌 悪 が,わ れ わ れ が 意 志(Wil1)と よぶ もの に ほ か な らな い」

(EW.VOI,3,p.48)か らで あ る。

しか しそれ で は こ.うした 「意志 的 運 動 」 の 内 的 な 端 緒一 これ は 「努 力(en・

deavour)」 また 「コナ トゥス(conatus)」 と よば れ る 一,そ して.「欲 求 」.や

「嫌 悪 」一 前 者 は コナ トゥス が 対 象 に 向 か お うとす る場 合,後 者 はそ こか ら

離 れ よ うとす る.場合 で あ る一 のそ もそ もの 基 礎 とな る もの は何 で あ ろ うか 。

ホ ッブ ズ に お い て はrそ れ は前 述 の.「生 命 運 動 」 に よ って規 定 され る。 す なわ

ち 「生 命 運 動 」 を促 進 す る ものが 「欲 求 」 を,そ して 妨 げ る もの が.「嫌 悪 」 を

引 起 こす の で あ る。 「(外的 対 象 が 引 きお こ し,.頭 脳 へ そ して心 臓 へ と伝 え られ

た 運動 は)生 命 運 動 と よばれ る もの を 促 進 し,.あ るい は 妨 げ る に ちが い な い。

促進 す る 場 合 に は そ れ は 喜 び(Delight),.満 足(Contentment),快 楽(Plea-

sure)と よばれ る。 … …他 方 そ の運 動 が 生 命 運 動 を 弱 め た.り妨 げ た り.する場 合

に は,そ れ は苦 痛(Pain)と よば れ る。」(EW.VOI.4,p.31)そ して ホ ッブ ズ に

率 い て は,こ うした 「欲 求」 お よび 「嫌 悪 」.,した が って さ らに 「快(pleasure)」

お よび 「苦(pain)」 こそ が 「善 」 「悪 」 や そ の ほ か の 諸 価 値 を 規 定 す る ので

あ る。 「あ る人 の.欲求 や 欲 望 の対 象 は,.そ れ が 何 で あ るに せ よ,か れ 自身 と し

て 善(Good)と よぶ もの で あ り,ま た か れ の 憎 悪 や 嫌 悪 の対 象 とな る もの.は

悪(Evil)で あ る。」(EW.vol.3,P,41)そ れ ゆxこ こに お い て人 間G3一 そ

の 精 神的 活動 を も含 め て..,徹 頭 徹 尾,機 械 的 な運 動 の 連鎖 の 内に 解 消 され

る。 そ して人 間 の運 動 の最 終 的 原 動 力 と な る のは 「生 命 運 動」 一 い いか えれ

ば 「自己保 存 」 で あh,諸 価 値 も ζ うした 自然 的 事 実 と して の 「自 己保 存 」 に㌃

も とつ く 「快 」 「苦 」 に よ って 規定 され る の で あ.るー-J。

さて将 来 的v:「 善 」 で あ る もめ,い い か えれ ぽ 自己 の 生命 運 動 を助 長 す る.と
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思 わ れ る.もの を獲 得 す るた め に人 が もっ て い る手 段(mean.)は 「力(Power)」

と.よば れ,「 原初 的 な(original).な い し 自然 的 な(natural])手 段 」 と 「手 段

.的な(instrumental)手 段 」 とに 分 け ち れ る
。.前者 は 生 ま れ つ き0).「身体 や精

神 の諸 能 力 の卓 越 す な わ ち非 凡 な強 さ,容 姿,慎 重 さ,雄 弁 さ,寛 大 さ,高

貴 さな ど」 を さ し,後 老 は 「前 者 か ら,ま た 運 命 に よ って獲 得 され た,よ り以

上 の ものを 得 るた め の 手段 や 方 法 で あ り,例 え ぽ富,評 判,友 人 た ち や幸 運

と よば れ る神 のひ そ か な働 き」 で あ る。(cf.EW..vol.3,P.74)そ して前 述

の こ とか ら明 らか な よ うに,こ こで 「究極 目的(丘nisultimus)」 や.「最 高 善

(summumbonum)」 な どは 否 定 され て お り,人 間 は つね に 「ひ とつ の対 象 か

ら別 の 対 象 へ の 欲 望 の 継 続 的 な過 程 」 の 内に あ る。 なぜ な ら 「人 間 の欲 望 の

目的 は,二 度 だ け あ るい は 「 瞬 だ け の 享 受 で は な く,自 己 の 将 来 の欲 望 の道

を永 遠 に 確 保 す る こ と」 だ か らで あ る。 した が って 人 間 は つ ね に よ り大 きな 力

を 求 め 続 け て い く存 在 と して 規 定 され る。 「私 は 第 一 に 全 人 類 の 一 般 的 性 向

(generalinclination)と して,次 か ら次 へ と力 を も とめ,死 に よ って.のみ消 滅

す る永 久 不 断 の欲望 を あ げ る。」(EW,vol.3,p,85f.)

そしてG)よ うζ欲求を準求し,鎌 悪をのがれなが ら自己0)生命運動を維持

し,そ .のfcめに限 りな く力を求めていくζとが人間の本性として輝定 されると

..ころか ら.
,人 間 が そ の本 性 上 基 本 的 に.もつ権 利 す なわ ち 「自然 権.(jusnaty・

rate;therightofnature)」 は,「 各 人 が か れ 自身 の 自然 す な わ ち 生 命 を維 持

す るた めtip,自 分 の望 む ま 奪 に 自己 自身 の 力 を もち い る 自由 .(liberty) .,し た

が って 自己 自身 の 判断.と理 性 推 理 に も とつ い て,そ の た め に も っ と も適 切 な手

段 だ と思 う何 ご とを もなす 自由」 と して設 定 され る ので あ る。(EW,VOA..3,

p,116)12)

しか し さ らに 亦.ッブ ズ.は,自 然 抹 脚Fお け る 基 本 的 原理 として,こ う した

「自 由」 と と もに,「 平 等(equality)」 を 立 て る。 す なわ ち まず 人 間は ほか の

人 間 との 比 較 に お い て,そ の 自然 的 能 力 確 か ん して 「平 等 」 で あ る とされ る。

二 一 よ り.乖確 に 言 え ば 「人 と人 との間 の 相 違 が,そ の 相違 に も とつ い て,あ る

人 が あ る利 益 を 自分 の も の と して 要 求 し うるの に,ほ か の人 が彼 と同.じよ うに

要 求 す る こ とが で き ない とい うほ ど大 きな もの で は な い よ うに,自 然 は人 々を
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身 体 的 お よび 精 神 的 能 力 に お い て 平 等 に つ く った の で あ る。」.(EW.VOA,..3,p,

110)さ らにわ れ わ れ は,こ うした 「能 力 の平 等 」 と と もに,目 標 を達成 し.よう.

とす る 「希 望 」 に か ん して も平 等 で あ る。 そ して この 「能 力 の 平 等(equality

ofability)」 と 「希 望 の平 等 .(equalityofhope)」 と の ゆ え に,「 自然 状 態 」

に お け る 人 間 た ち は,「 も し誰 か 二 人 の 人 間 が 同 じ もの を欲 し,し か しそれ を

彼 らが二 人 と も享 受 す る こ とはで きな い とす れ ば,彼 らは敵 同士 とな り,そ し

て 目標(そ れ は主 と して 自 己 の保 存 で あ り,ま た 時 と して快 楽 のみ で あ る)へ

い た る道 に お い.て,互 い に 相 手 を滅 ぼ し,ま た屈 伏 させ よ うと努 力」(EW,VOA,

3,p.111)す るの で あ る。

こ うして 「自然 状 態 」ほ,「 人 間 は人 間 に た い して狼 で あ る」(homohomini

lupus)」 と ころ の 「戦争 状 態 」 と して規 定 され る こ と とな るt8)。そ して こ の 「戦

争 状 態 」 は 人 ・aこさ まざ まな不 利 益 を もた らす 。 そ こで は 「人 間 の 生 活 は孤 独

で,.貧 し く,悪 意 に み ち,野 卑 で,そ して短 い」 といわ れ るが,そ の 不利 益 の

最 大 の もの は 「継 続 的 な恐 怖 と暴 力的 な死 の危 険 」 で あ るiv。

9)「 人kfi=,か れ らの す べ てを 畏 怖 せ しめ て お く共 通 の 権 力 な しに,生 活 して い る時

代 には,か れ らは戦 争(Warre)と よば れ る状 態 に あ り,.か か る戦 争 は万 人 の 万 人

に た いす る戦 争 で あ る。」(EW.voL3,p.113)

10)「 どん な もの であ れ,そ れ が 生 み だ さ れ る限 り,そ の完 全 な 原 因 す なわ ち それ が 想

定 され た場 合 に この結 果 が 生 み だ され る と考 え ねば な らな いす べ て の ものを も って

い る。」(EW.VOI.1,p.123)

11)か れ の心 理 的 快 楽 主義 に おい て は,さ らに価 値 は ま った く主 観 的 か つ相 対 的 な もの

と され る。 「『善 』『悪 』『卑 しむ べ き』な どの 言葉 は,そ れ らを 使 用 す る人 との関 係

に お い て のみ 使用 さ れ る ので あ って,単 一 に絶 対 的 に 使用 さ れ る よ うな もので は な

い 。 そ して対 象 そ れ 自体 の性 質 か ら引 きだ され る よ うな善 悪 の一 般 的法 則 な ど43存

在 しな い の で ある。」.(EW.VOI.3,p.41)

12)伝 統 的 自然 法 思 想 に お い ては,緯 範 的秩 序 と して の 「永遠 法(]exaeterna)」 お よび

そ こか ら演 繹 され る 「自然 法(iexnaturalis)」 セこよ って 認 め られ た ものが 人 間 の

「自然 権(jusnaturale)」 .であ る と され る のに 対 して,後 述 の よ うに,近 代 自然 法

に お いて は,逆 に,ま ず 人 間本 性 か ら 「自然 状 態」 に おけ る 「自然 権 」 が設 定 され,

「自然 法 」 は この 「自然権 」 の 実現 の た め の,い わ ば 手 段 的 な規 則 の体 系 と して導

か れ るの で あ る。

13)こ こで 「戦 争(Warre)状 態 」 とは,必 ず しもつ ね に 「戦 闘(Battle)」 が お こな わ
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れ て い る状 態 を さす ので は な い。 「戦 争 状態 」が 意 味 す る のV3,「 そ の反 対 〔=平 和

の状 態)へ とむ か う何 の保 証 もない 期 間 」 に,人kの あ いだ に 「戦 闘 に よって 争 そ

お う とす る意 志」 や 「明 白 な戦 闘へ の 性 向」 が 一 般 的 で あ る状 態 で あ る。C{.EW,

vol.3,p.113

14)ホ ッ ブズに おけ る 「自然 状 態 」 の もつ 意 味 に つ い て,.こ こで少 し付 け くわ え て お き

た い 。よ く知 られ てい る よ うに,.ル ソ ーは ホ ッブ ズの 「自然 状 態 」論 を;ホ ッブ ズは

現 在 の社 会 か ら得 た諸観 念 を 自然 状 態 に もち こむ こ とに よって,「未 開 人(1'Homme

Sauvage)に つ い て語 りなが ら,し か し社 会 人(1'hommeCivil)を 描 い て い る」 と

して批 判L,そ れ に対 して 自分 が扱 お うとす る の は 「歴 史的 真 理 」 で は な く,事 物

の 真 の本 性 を 明 らか にす る 「仮 説 的 で 条件 的 な推 理(raisonnementhypoth6tique

etconditionnel)」 で あ る と したD(cf.Oeuvrescompletes,LaP16iade,t.III,p.

132f,)し か し 前述 の ホ ッブ ズ の方 法 か ら も明 らか な よ うに,か れ が 描 こ う とした

の は決 して 「歴 史 的 な 未開 状 態 の 叙 述」で は な く一 た しか に それ を 「歴 史 的真 理 」

と して扱 って い る箇 所 は あ るが(cf.EW.VOI.3,p.119)一,共 通 権 力 を抽 象 し

た と ころに 結 果す る人 間 の 普遍 的 な あ り方 な の で あ り,い わ ば 幾 何 学 的 真理 と比 さ

れ る べ き真 理 で あ る。 した が っ て,か れ が社 会 状 態 か らxた 観 念 を もち こん だ とい

うこ とは,あ る意 味 で必 然 的 な こ とで もあ る。 「自然 状 態」 論V'か ん す る}ッ ブズ

とル ソ."の 方 法V:a'o'FJる 問題 は 「歴 史 的叙 述 」 か,「 仮 説 的 ・条 件 的 推理 」か とい

う対 立 と して と らえ る こと はで きな い で あろ う。

.五

さて.こ うした 自.然状 態 が 人 間 の 自然 本 性 か らの帰 結 で あ る とす れ ば,ま た 人

々を して 自然 状 態 か らぬけ だ し,社 会 状 態 へ と移 行 せ しめ る もの も人 間 の 自然

本 性 の 内 に 存 す る。す なわ ち それ は 「情 念 」 の働 き と 「理 牲 」 の 働 ぎで あ る。

「しか し 人 間 が.単 な る 自然 に よ って 置 か れ た状 態 は,そ こか らの 脱 出 の 可 能性

を もふ くん で お り,そ の一 部 は情 念 の 内に あ り,一 部 は 理 性 の 内 に あ る。 人k

を 平 和 へ とむ か わ せ る情 念 とは死 の恐 怖(fearofdeath)で あ り,ま た 快適 な

生 活 に 必要.な もの ご とへ の欲 望,そ れ らを 努 力 に よ って 獲 得 す る こ との 希望 で

あ る。 そ して 理性 が,人kを 調 和 へ とひ きい れ るの に都 合 が よい平 和 の諸 条項

(ArticlesofPeace).を 示 唆 す る。 これ らの 諸 条項 は ま た 自然 法(theLaws

ofNature)と も呼 ばれ る。」(EW.VOA.3,p.115f.)ホ ッ ブズ に と って,一 方

で,人 間 は 「理 憐 」 のみ に よ って 活 動 す る もめ で は な く,あ くま で 人間 を何 も.

の か に む か って動 か す 原 動 力 とな る のは 「惰 念 」 で あ る1.し か しま た人 間 は こ
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の 「情 念」 に の み した が い,.盲 目的 忙 あ る ので もな い。 そ こ.には 合 理 的 な 「計

算」 の 能 力 と して ㊧ 「理 性 推 理 」 が 必 然 的 に とも な って い る15)。 した が って

「死 の恐 怖 」.とい う 「情 念」 と,「 理 性 」 に よる この 目的 達 成 の た め の 合 理 的

計 算 との 両契 機 か らは じめ て,「 平 和 の諸 条項 」 す なわ ち 「自然 法 」 がi出 さ

れ るの で あ る。 そ れ ゆ え この 「自然 法 」 は,.上 述 の こ とか ら明 らか な よ うに,

そ れ 自体 と して 定立 され るの で は な く,悲 惨 な 「戦 争 状態 」 を のが れ,「 自己

の生 命 の 維 持 の た め に,の ぞ む ま ま に 自 己 の力 を も ちい る 自由」 とい う 「自然

権 」 を よ りよ く実 現 す るた め に要 請 され た,い わ ば 人 為的 ・手 段 的 な規 範 の体.

系 な の で あ る。 した が って,後 述 の よ うに,.こ の 「自.然法」 の諸 条 項 に よっ て

政 治 社 会,そ して さ らに 国家 制度 の設 立 が 導 か れ る ので あ るが,そ こで も基 本

的 に,.こ うした 「自然 権 」 の よ り よ き 実 現 とい う.目的 のゆ えに 「自然 法 」 は

正 当 化 され .る の で あ り,そ れ ゆx対 君 主 制 と して描 か れ る国家 制 度 に お い

て もそ の活 動 の妥 当.性の 最 終 的 根拠 は 個 人 の 「自然権 」 の うちに 存 す る の.で

あ る。

さ て こ う した 「自然 法 」 は い くつ か の条 項 か らな るが,そ の第 一 の基 本 的 な

自然 法 は次 の よ うに言 わ れ る。

「各 人 は,平 和 を 獲 得 す る希望 を有 す る限 り,平 和 に むか っ で努 力 す べ きで あ

る。.そ して それ を獲 得 す る こ とが で きな い場 合 に は,戦 争 に よるあ らゆ る援 助

と利 益 を 求 め,ま た もち い る こ とが で き る。」(EW.vo1,3,p,117)

こ こで,こ の後 半 部 分 は 「わ れ わ れ の な し うるあ らゆ る手 段v:よ って 自.己自身

を 防衛 せ よ」 とい う前 述 の 「自然 権 」 の 内 容 を 言 い か え た もので あ.り,前 半部

分 い い か えれ ば.「(平 和 の獲 得 の希 望 が あ る限 りは)平 和 を も と菊,平 和 に し

た が え」 とい う条項 が 第一 の 自然 法 の 内容 で あ る。

そ して この第 一 の 自然 法 か ら次 の.ような 第 二 の 自然 法 が帰 結 す る。.

「ほか の人kも.ま た そ う.であ る場 合 に は,人 は,平 和 と 自己 自身 の防 衛 のた め

に 必要 で あ 為限 り,あ らゆ る も の に対 す る彼 ㊧ 権 利 を すす ん で放 棄 す ぺ きで あ .

り,そ して ほか の人 々が 彼 に対 して も.つこ とを彼 が許 す の と同 じ程 度 の 自由 を,

彼 が ほ か の 人 々 に対 して もつ こ と.で満 足 す べ きで あ る。」(EW.VOL.3,p..118)

ホ ッ ブズ が 「自然 状 態 」 は 「戦 争 状 態 」 で あ る と した の は,一 方 で各 人 の も
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つ す べ て の も の に対 す る無 制 限 の 自由 とい う 「自然権 」.と,他 方 で の能 力 と希

塑 の 「平 等 」 とか.ら生 じ る人kの 相 互 の権 利 の衝 突 のゆxで あ った。 し.たが.っ

て 第 一 の 自然 法 の も とめ る 「平 和 」 は,各 人相 互 の 同時 的 な 自然 権 の放 棄 な い

し制 限 を要 求す る の で あ る16)。

しか し こ こで指 摘 して お きた い の は,こ こで の 「自然 権 」 の放 棄 は,.け っ し

て 絶 対 的 か つ全 面 的 な放 棄 を 意 味 す るの で は な い とい う こ とで あ る。 こ の放 棄

は 一 定 の 条件 の も とで,.す なわ ち まず 第 一 の 自然法 に あ る よ うに 「平 和 へ の希

望 が 存 す る場 合 」,そ して第 二 の 自然 法 の条文.に記 され て い る 「平 和 と自己 自身

の防 衛 の た め に 必要 で あ.ると考xる 限 り」 に お い て,ま た 「ほか の人 も また そ.

うで あ る(=自 然 権 を放 棄 す る)場 合 」 に お い て な され る ので あ る。後 者 に よ

れ ば,こ.の 「放 棄」 が 相 互 的 な もの で な け れ ぽ な らな い。 ま た前 者 は 「自然権

の放 棄 」 が,そ もそ も 「平 和 」 に お け る 「自然権 め 実現 」 とし・う目的 の た め に,

しか も この 目的 の実 現 のた め に 必 要 で あ る とみ な され る 限 りで のみ な され る こ

とを 意 味 して お り,し たが っ.てそ こで は,あ く まで 「自然 権 」 が 先 行 して い る

ので あ る。 そ れ ゆ え に一 定 の権 利,特 に 基 本 的 な 自己保 存 に か んす る権 利 は放

棄 され えな い もの と され る。 「した が っz何 人 も,な ん らか の言 葉 や 他 の しる
.
しに よっz,放 棄 した り譲 渡 した とは考xら れ な い い くつ か の権 利.があ る。 ま

ず 第 一 に 人 は,か れ の命 を奪 お う と暴 力 的 に 攻 撃 して く る人 々 に た い して抵 抗

す る権 利 を 放 棄 す る こ とはで き な い。 なぜ な らそ の こ とに よ って 自分 自身 に と

っ て何 の利 益 を め ざ した と も考 え られ な いか らで あ る。」(EW,VOI.3,p.120).

また 国家 との 関 連 に お い て も,「 も し主 権 者 が,人 に 自己 自身 を殺 した り,

傷 づ けたb,.不 具 に した りせ よ と命 じ,ま た か れ に 暴 行 した りす る者 に抵 抗す

る こ とを 禁 じ,あ るい は食 物,空 気,薬 や そ のほ か の 生 活 に 不 可 欠 な もの を と

らぬ よ うに命 じた りした場 合 に は,か れ は それ に 従 わ な い 自 由を もつ 。」(EW.

vol.3,p.204)こ こに わ れわ れ は,通 常 ホ ッブ ズに お い て は 否 定 され た と され

る 「抵 抗 権 」 の 消 極 的 な もの で は あ ろ うが 一 規 定 を 見 る こ.とが で き るで

あ ろ う.17㌔

そ して 以上 の第 一,第 二 の 基 本 的 な.自然 法 か ら,さ らセこ.「人kは む す ば れ た

信 約(covenants.)18Jを 遵 守 す べ きで あ る」 とい う 「正 義(justice)」 を 規 定 す る
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第三 の 自然 法 王9)から最 後 の第 十 九 の.自然 法 まで が導 か れ,「 報 恩(Gratitude)」,

「順 応.(Acommodation)」1「 許.し(Pardon)」 な どが導 か れ る ので あ る.。

15)そ れゆえに 「自然法」 は,ま た 「理性に よって見 出された戒律 または一般規則」 と

もよばれてい る。

is)か れはこ⑱第一の自然法をマタイ福音書 ・第七章十二節 の 「自分にたい して他人 に

な してほ しい と汝が望む ごとを,.他 人 ヒ々たいして汝がなせ」 とい う黄金律に比 して

いる。.

17)「 人 が,主 権 者 の命 令 に よっ て 危 除 鶴 あ るい43不 名 誉 な 任 務 を遂 行 す る とい う義

務 は,わ れわ れ の 服 従 の言 葉 に よる の では な く,そ の こ との 目的 か ら理 解 され る意

図 に も とつ くので あ る。 した が っ.てわ れ わ れ の 服従 拒 否 が,そ め ため に主 権 が 設 定

され た とこ ろ の 目的 を そ こ な うな ら43,そ こに は拒 否 の 自由 は な く,そ うで ない 場

合 に は服 従 拒 否 の 自由が あ る。」(EW..VOI,3,p.205)

is)「 契 約(contract:)」 が.「権 利 の相 互 的 譲 渡(mutualltransferring)」 を さす の に 対

..して,「 契 約 者 の 一方 が 契 綿 昏れ た もの を ひ きわ た し なが ら,相 手 が 彼 の なす べ き こ.

とを一 定 の期 間 の の ちに 行 な うの に まか せ,そ の間 相 手 を信 用 す る」場 合,そ れ は.

「約束(Pact)」 な い し 「信約(Covenant)」 と よば れ る。cf.EW.vQl.3,p.120f,

.19)ホ ッブズ に よれ ば,.「 正 義(justice)」 と43「 信 約 の履 行 」 として ,茸 た 「不 正 義

(injustice)」 妹 「信 約 の不 履 行 」 と して定 義 され る。 した が って 「正 義 」 とは,自

然 法 に よっ て設 立 され た コモ ン ウ ェル ス に お いて は じめて 意 味 を.もつ 概 念 な.ので あ

る。cf.EW.vol.3,p.130f..

六

さ て 以上 の よ うな 自然 法 の諸 規 定 は また 「国家(Com・non-wealth)」 の設 立

を も含 ん で い る。 な ぜ な らば 自然 法 は,そ れ 自体 として は,.人 々が 「戦 争 状

態 」 か ら抜 け だ す た め の 「洞 察 」 で あ り,し た が っ て いわ ば 各 人 の 「内.なる法.

廷 」 に おけ る道 徳 的 諸 規 定 で あ る6そ れ ゆx人 々 に 自然 法 の信約 を遵 守 させ る

保 証 とな る,「 外 な る法 廷 」 に お け る強 制 力 を もっ ては い な い。 しか もか れ に

よれ ば 「自然 の 諸 法 が,何 らか の権 力(Power)の あお え る恐 怖(terrour)な

しに 人kを して そ れ らに服 従 せ しめ る とい うこ とは1わ れわ れ の 自然 的 情 念 に

反 して い る」(EW.vol.3,p.153)の で あ る。

こ こに ホ ッ ブズ は,プ ラ トン,ア リス トテ レス 以来 の,そ しzま た グ ロテ ィ.

ウス1.ロ ッ クや デ ィ ド虐な どの多.くの 近 代.自然 法 思 想 家 た ち に も.共有.され る
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自然 的 な 「社:会的志 向(appetitu:.societatis)」 を否 定 し,社 会 的 結合 を.「人 為

的 」 な もの乏 して規 定 す る。 「これ らの 〔ア リや ハ チ な どの社 会 的 と思 わ れ る〕

被 造 物 の和 合(agreement)は 自然 的 で あ るが,人 間 の そ れ は 信 約 に の み よる

ので あ り,そ して この信 約 は人 為 的(artificial)で あ る。 また そ れ ゆ えに か れ

らの和 合 を 恒 常 的 か つ 持 続 的 な もの とす るた め に,(信 約 と と もに)他 の な に

も のか が 必要 と され る の も不 思 議 な こ とで は な い。 そ して この必 要 とされ る も

のは,か れ らを 畏 怖 させ て お き,か れ らの行 動 を共 通 の利 益 へ とみ ちび く共 通

の権 力(aCommonPower)な ので あ る。」(EW,vol.3,p,157)古 代 お よび

.中世 の 自然 法 思想 に お い て は
,現 実 的 な社 会 の諸 制 度 お よ.び実 定 法 が,人 為 的

で あ るが ゆ え に,不 安 定 で暫 定 的 な も ので あ るの に対 して,世 界V=imけ るあ ら

ゆ る事 物 の 運動 を支 配 す る 「自然 的 な秩 序 」 は法 秩 序 の背 後 に あ る永 遠 不 動 の

基 礎 とされ て い た 。 しか しホ ッブ ズが 追 究 す る9は,社 会 制 度 に妥 当性 を あ た

え る 「自然 的秩 序 」 で は な く,逆 に 「自然 状 態」 を ぬ け だす べ く 「理 性 推 理 」

を 介 して 立 て られ る.「人為 的 信 約 」 の,そ して 人 間 に よ って設 立 され る 「人 エ .

的(人 為 的)人 間(anArtificial]Man)」 と して の 「国家 」 の合 理 的 ・技 術 的

な構 成 なの で あ る201。

した が って この コモ γ ウ ェル ス は まず も って,.信 約 を侵 す こ とに よ って得 ら

れ る利 益 よ りも,よ り大 き な刑 罰 を課 し うる とい う畏 怖 を あ た え る こ とに よっ

て,人kを して 信約 を遵 守.・履 行 せ しめ る よ..うな 共 通権 力(commonpower)

で あ る。 そ れ は か れ に よれ ば,次 の よ うに定 義 され る。

「コモ ソ ウ ェル ス は一 つ の人 格 で あ り,群 衆 は 相 互 の 信約 に よ.って 彼 ら 自身 を

そ の諸 行 為 の 本 人(Author)と した ので あ る。 そ して そ の 目的 は,こ の人 格 が.

彼 らの平 和 と共 同 防 衛 に好 都 合 で あ る と考 え る よ うに,す べ て の人kの 強 さ と

手 段 を もち い る こ とに あ る。」(EW.vol。.3,p.158)

また この コモ ン ウ ェル ス の生 成 は,.次 の よ うな 信約 に よ って な され る。

「一 人 の 人 間 あ る い は人kの 合 議 体avを 指名 し,か れ らの人 格 を に なわ せ る。

そ して 共 通 の平 和 と安 全 に か んす る こ とが らに お いて,.こ の か れ らの人 格 を に

な う者 が 行 為 した り,..行為 させ た りす る こ とを,何 で あ れ,各 人 が 自己 自身 の

もの と し,ま た 自分 が そ の 本 人 で あ る と認 め る ので あ る。 そ して .;こ に お い て
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各 人 は 自分 の意 志 を か れ の 意志Vim,自 分 の判 断 を か れ の判 断 に従 わ せ て い る。」

(EW.vol.3,p.157f.)

した が って こ こで は,国 家 の設 立 を君 主 と臣 民 と のあ い だ の契 約 関 係 と し,

また そ こか ら君 主 の契 約 違 反 に た いす る人 民 の抵 抗 権 を 正 当 化 す る 「統 治 契 約

説 」 は 否 定 され て お り,共 通権 力 は,人 民 相 互 の間 の,か れ らの 人格 を主 権 者

で あ る君 主 へ と委 譲 す る とい う信約 に よっ て立 て られ て い る ので あ る。 した が

っ て主 権 者(の 行 為 の).の 正 当性 は,人 民 か ら委 託 され た 任 務 を 果 た して い る

か否.かに よって 支xら れ る ので は な い 。 そ うで は な く.,私 の人 格 が 主 権 者 に よ

っ て担 わ れ 代 表(represent)さ れ て お り,し た が っ て 「主 権 者 の人 格 は私 の 人

格 で あ る」,ま た 「主 権 者 の判 断 は 私 の 判 断 で あ る」,「主 権 者 の行 為 は 私 の 行 為

で あ る」 とされ る とこ ろに そ の 正 当 性 は存 す るの で あ る。 それ ゆx主 権 者 の 行

為 や 命 令 な どを 非 難 す る こ とは で きな い 。 とい うよ りもそれ は ホ ヅブ ズに よれ

ば意 味 を もた な い こ とな ので あ る。.「各 個 人 は 主権 者 が なす こ とす べ て の 本 人

な の で あ る。 したが っ て主 権 者 か ら うけ た 侵 害 に た い して不 平 を言 う者 は か れ

自身 が本 人 で あ る こ とにつ いて 不 平 を 言 って.いるめ で あ る。 … た しか に主 権 的

権 力 を もつ人kが 不 公 正(lniquite)を な す こ とは あ るで あ ろ うが,し か し本

来 の意 味 に お け る不 正 義(lnjustice)あ る い は侵 害(lnjury,)を なす こ とは な

い の で あ る。」(EW.VOI.3,p,163)こ の よ うに して 人 民 の主 権 者 にた 、・す る.

服 従 は,ホ ッ ブズ に お い ては,主 権 者 が 「私 」 の 人格 の 「代 理 人(actor)」 で

あ る とい う論 理 に お い て成 立 す る主 権 者 と 「私 」 との 「同一 性 」 に も とつ く服

従 な の で あ る。

さ て最 後 に,こ.う した ホ ッブ ズ の理 論 に お い て 「自.由(Liberty)」 の もつ 意

味 につ い て考xて お き た い。

前 述 の よ うに彼 が(人 聞 を もふ くめ て)自 然 を 必然 的 か つ機 械 的 な因 果 的 関

係 の系 列 と見 る こ とか らも明 らか で あ るが,.彼 に とっ て 自由 とは,「 反 対 ・抵

.抗(Opposition)」 言 い かxれ ば 「運 動.の外 的 障 害(external]Impedimentsof

motion)」 の 「不 在 」を 意 味 す る。 す な わ ち そ れ は物 体 の一 定.の方 向 にむ か う運

動 が,他 の物 体 の運 動 に よ って 妨 げ られ る こ とな く,当 初 の運 動 方 向 を 維 持 し

つづ け う:るこ とに ほか な らない 。 そ れ は また 人 間 に 関 し.ても同様 で あ り,人 間
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の自由 とは,運 動の原因が人間.自身の内.に存す.る.ことではない。 人間の運動

は,..機械論的に,す べて外的物体の運動 との関係において規定されるのである

か ら,「人間の自由」に よって表現されることは,.外的対象にたいする;「欲求」

ないし 「嫌悪」の系列の最後のものである 「意志」がそめまま実現されたこと

にほかならないのである。それゆxこ こで 自由と必然性 とは対立概念ではな

い。 「人間が意志的になす諸行為は,そ れ らは意志か ら生じるがゆえに,自 由

から生じる。 しかしまた人間の意志のあらゆる行為 そ してあ らゆる欲望およ

び傾向は一定の原因か ら生 じ,ま たその原因は別の原因か ら連続的連鎖の うち

に生じるのであるから,そ れ ら.は必然性か ら生 じるのである。.」(EW..vol.3,p.

197f.)

それゆえにコモソウェルスとの関係において言 うならば,「 自由」とは自然

法の.諸条項 および主権者の命令である実定法 によって 「禁止されていないこ

と」を意味するのである。 「臣民の自由は,か れ らの諸行為の規制において,

主権者が黙過したことがら.の内にのみある。」(EW.vol.3,p.199)

それではホッブズがこのように規定 した 「国家」における 「自由」は,い か

なる意味を もつのであろらか。かれr:と って 自然法 と実定法(お よび 国家制

度)と の対立は,あ る意味で,道 徳の内面性と法 の外面性 との対立 としでとら

えられるであろう。すなわち 「理性推理」.が告げる平和のための戒律 と.しての

「自然法」は,個 人の内面においてはた らく公的生活の諸規範であって,そ れ

自体 としては,い わば.「良心」 と.して 「内なる法廷」における拘束力をもつ道

徳的な位置にある22)。これに対 して 「国家」および主権者の命令であう 「実定

法」は,平 和の実現のための強制力として要請されたものである。 したがって

外面的な諸個人の現実的な諸行為の規制という機能をもつのである6そ してか

れはそζで・.実群 を 「主儲 蛉 制 としてと.晩 る 「法齢 説」の立場か

ら,法 は 「そ れ が正 しいが ゆ えに 法 で あ る」 の で あ る の で は な く,「 そ れ が 法

で あ るが ゆ え に 正 しい」 とす る こ とに よって,さ らに また 「(実定)法 」 を,

人 間 の良 心 を 義 務 づ け る ので は な く,外 面 的 行 為 に の み拘 東 力 を もつ も.のと し

て と らxる こ とに.よっ て,「(実 定).法 」 と 「道 徳 」.とを分 離 す るの で あ る23)。

そ して先 に ふ れ た 「国家 に お け る個 人 の 自.由」 は,こ うした 「法 」 ㊧支 配 の う
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ちにある 「公的人格」.ξ区別された 「私的人格」 としての 「自由」であり,こ

の 「私的人格」の国家 との関係におけ.る活動領域を,「 法」の規制をまぬがれ

た,.いわば公的生活における 「空白の領域」の うちに確保 しようとするもので

あると言えよう6.

したが ってこうしたホッブズの理論の うちに,わ れわれは,道 徳と法との分

離にもとついて,一 方で近代国家における 「法の支配」=「 法治国家」を基礎

づけるとともに,ま たそ こにおける 「私的人格」.=「市民(bourgeois)」 の位

置を確保 しようとする試みをみることができよう。24)

しかし,こ うしたホッブズの.「公的人格」と 「私的人格」 との関係は, .機械

的分離に とどまるものである。すなわち両者は,一 方で,公 的生活において自

己の人格を,.そ の 「代理人」である 「主権者」に よって担われたものとすると

ころに成立する 「公的人格」一....それゆzそ こで個人の共同体にたいする関

係は,こ の 「代表」の論理に よって,直 接的同一性に.おいてとらxら れる一

と,他 方での,機 械論的に把握された,公 的生活の余剰部分において.「自己保

存」を求めつづけ.る「私的人格」 とい う分裂態においてとらxら れているので

ある。そ して両者を統一的な関係において把握することによって近代社会にお

ける新たな 「自由」概念を獲得す るとい う課題は,さ らにルソーに,そ してへ

一ゲルによって引 きつがれてい くもめであるといxよ う。

〔注〕

2・)・f.
.「技 術(・ ・t)に よ ・てrモ ゆ ・・レス あ るい1掴 家.(S・ …)(ラ テ ン語 で は

Civitas)と よば れ る,あ の偉 大 な リ ヴ ァイ アサ ソが創 造 され るの であ り,そ れは 人

工 的 人 聞(Artificial]Man)に ほか な らな い。 しか しそ れ は,そ の保護 と防 御 のた

め に この人 為 的人 間 が意 図 され る とこ ろ の 自然 的 人 間(Natural]Man)よ り大 き

く,そ して強 い。」(EW.VOL.3,p.1X)

21)こ の 代 表が 一 人 で あ る場 合 が 「君主 制(monarchy)」 で あ7.ま た人 民 の全 体 の合

議体 で あ る場 合 が 「民 主 制(democracy)」,そ して一 部 分 だ け の合議 体 で あ る場 合

.が 「貴 族 制(aristcracy)」 で あ る と分 類 され て い る6そ して か れ は 「君 主 制 」 に お

い て 私 的利 益 と公 的 利 益 が もっ と も緊 密 にむ す び つ い てい るが ゆzC=,国 家 設 立 に

か ん して,そ れ が 手 段的 に もっ とも 有 効 な 制体 で あ る とす る。(cf,EW.vol.3,

p.171H.)

22)「 それ ら 〔置 自然 法 〕 に つ い て の学 問 こそ が,真 の そ して唯 一 の道 徳 哲 学(Mora]

Philosophy)で あ る。」(EW.Vol.,3,p.146)
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23)cf.EW.3,p.140&..

24)C{.「 も し多 数 の人kが,か れ らす べ て を畏 怖 せ しめ て お く共通 の権 力な しV"正 義

や そ のほ か の 自然 の 諸 法 を遵 守 す る こ とに 同意 す る と考zう るな らば,ま た 全人 類

が 同様 な こ とを なす と考 え うるな らば,い か な る市 民 政 府 も コモ ソウ ェル ス も まっ

た く存 在 しな い。 そ の 必 要 もない で あ ろ う。 なぜ な らそ こに は 服従 を と.もな わ な.い

平 和 が存 在 す るだ ろ うか らで あ る。」(EW.voL3,p.155)

◇ 引 用 略 語

ZW.;G.W.F.HegelWerkeinzwanzigBanden,Suhrkamp.

EW.;TheEnglishWorksofThomasHobhes,ed.bySirW.Molesworth.

(ひ らい し たかと し 大谷大学特別研修員)
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