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Zusammenfassung

　Die　Arbe孟t　behandlt　jenes　Buch ”Paradise　and 　Powerl  das　 von 　Robert　Kagan　beschreibt　wurde ，　in　Bezug 　auf　die

Beziehung　zwischen 　Gewalt　und 　Reeht．　Nach　Kagan 　entspricht 　der　GegensatZ　zwischen 　Unilateralismus　von 　USA 　und

heutige　EU 　dem　Gegcnsatz　zwischen 　hobbesischen　WeltordnungsansGhauung  d　kantische　Weltdnungsanschauung，　d．h，

zwischen 　Gewalt　und （VO 旦ker＞Recht．　Aber　auch 　die　USA 　entwickelt 　sich 　a［s　unabhdngiger ，　souverdner 　und 　nationaler

Staat　in　der　internationale　Ordnung，　Theoretsisch　gesag ち Gewalt　und 　Recht　wirken 　gegenseitig．　Entweder　Gewalt　oder

Recht　kann 　den　Vorrang 　vor 　andere 　haben．　Die　beide　unters 橄 tzt　m 量teinander．

1．はじめ に

　秩 序 の 形 成 に お い て は 、法か、カ か、い ずれ が 先

行す る の か e こ れ は 祉会哲学
一

般 に 共 有 され る論 点

とい え よ うが、今 日の 国 際環 境は こ の 難問 を あ ら た

めて 想起 させ る事例 に満 ち て い る。

　2001 年 9 月 11 日の テ w を機縁 と して 、ア メ リカ

の ブ ッ シ ュ 政権 は、国際 テ ロ 組織 アル ・カ イーダを

匿 うア フ ガ ニ ス タ ン へ の 攻撃 を 開 始 し 崩壊 させ 、翌

々 年 に は テ ロ 組織 との っ なが りや大量破壊兵 器開発

を疑 われ た イ ラ ク が 攻 撃 対 象 と な る、い わ ゆ る イ ラ

ク戦争が 開始 され た 。 周知 の 通 り、イ ラ ク攻撃 の 大

義は 国際的 に は 強 い 疑念 の 対象 と な り、米国 の 性急

か つ 強引な姿勢 は独 ・仏 を 中心 とす る西 欧諸国 に よ る

激 しい 批判 に さ ら された。第
一

次 ・第二 次大戦、さ

ら に 冷戦 の 中で 、米国 と西 欧は 強 い 結 束 を保 ち、国

際 社 会 にお け る秩 序 の 担 い 手 と して 振 舞 っ て き た が、

そ の 意味 で 9，11 以 降 の 両者 の 関係 は 、国際政治史の

中で も注 目 され る べ き事態 で ある。

　 しか しそ れ 以 上 に、こ の 問 題 は 国 際 秩 序 や 国 際 法

の 在 り方 を め ぐ る 深 刻 な理 念 上 の 対 立 を惹 起 させ て

い る。9．11 テ ロ 以 降 の ア メ リカ の 姿勢 は 、第
一

次大

戦 以 来 、紆 余 曲 折 を経 つ つ 継続 し て きた 国 際協 調 や

国家連合組織を媒介 とす る紛 争解決 を 否 認 す る、露

骨 な リア リズ ム へ の 回 帰 で あ る か に み え る。独 立 し

た 主 権国家 に対 し、力 を以 て 自国 の 要求を強制す る

内 政干 渉、また そ れが 満たされ ぬ と き に 仮借 な く軍

事力 を 行 使 す る 姿は 「主 権国家」 を 単位 とす る 国際

秩序 を超 え る、「帝国
1
」 の 出現を予感 させ 、17 世紀

以 来 の ウェ ス トフ ァ リア 体制 へ の 根 底 的 な 疑 問 が 呈

示 され て い る か にみ え る 。

　 こ うし た 中で 、米国 と 西 欧 との 思考 を よ り鮮 明 に

際だ た せ 、ブ ッ シ ュ
・ドク ト リ ン に 象徼され る 単独

行動主義を思想的に 正 当化 す る も の と して ロ バ ート

・ケーガ ン 『パ ラ ダ イ ス と権 カー
新世界秩序 に お け

るア メ リカ とヨ
ー

ロ ッ パ 』
2
が 出版され た 。 ケーガ ン

に よれ ばア メ リカ と ヨ ー
ロ ッ パ は も は や 異 な る 世界

に 住 ん で い る。一
言で い え ば、ヨ

ー
ロ ッ パ は 交渉、

外交、説得 に よ っ て 事 を運 ぼうとす る カ ン トの 『永

遠平 和 論 』 に よ っ て 描 か れ る 世 界 で あ り、こ れ に 対

し て ア メ リカ は 「万 人 が 万 人 に 対 して 狼」 で あ るホ

ッ ブ ズ 的 世 界 の 中に 住 ん で い る 。し か し な が ら ヨ
ー

＊福島工 業高等専門学校　
一

般教科 （い わ き市平 上 荒川 字 長 尾 30 ＞
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ロ ッ パ が こ うした理想主義的な世界に 安穏 と して い

られ るの は、第 二 次 大 戦 後 以 来 の ア メ リカ に よ る ヨ

ー
ロ ッ パ 駐留 で あ り、ヨ

ー
ロ ッ パ は 依然 と して 弱 肉

強食 の ジ ャ ン グル の 法 則 が 支 配 す る世 界 で 、ア メ リ

カ に 守 られ た 秩序の 中で 、理 想主義的な平和論を語

っ て い る とみ る 。 こ の よ うな世 界認 識 の 違い が 生 ま

れ て くる理 由 は、ひ とえ に 力 の 有無 と され る。19 世

紀 の 終わ りまで ヨ
ー

ロ ッ パ 入 は 力を信奉す る植 民 地

主 義者で あ っ た の に 対 し、ア メ リカ 建 国 の 父 祖 た ち

は通商の 平和的性格を説き、交渉に よ っ て 国 際 関係

を形 成 して い く こ とを考 えて い た。しか し 20世紀以

降、力の 逆転 が起 こ り、秩序を担 う力を喪失 した ヨ

ー
ロ ッ パ は か つ て の ア メ リカ 人 の 如 く、交渉 に よ る

平和を説 く よ うに な り、逆に ア メ リカ は 国 際 秩 序 の

担 い 手 と して 、か っ て の ヨ ー
ロ ッ パ 人 の 如 く、リア

リズ ム に よ っ て 世 界 を 眺 め る よ うに な っ た とす る の

で あ る
「’
。

　 こ の 立 論 は 正 義 や 理 想 を も、い わ ば 権 力 政 治 の 完

全 な 手 段 とみ る もの で 、こ れ が ア メ リカ の 行動すべ

て を 表 現 して い る と は思 わ れない が、ブ ッ シ ュ 政権

に お け る外 交 ・
軍事政策 の 中枢 に位置す る ケ

ーガ ン

の こ うし た 主張 は、と りわけ EU に お い て 衝 撃 を も

っ て 受 け止 め られ た の で あ る。

　 こ の よ うな 「力 は 正 義 な り」 を地で ゆく主張 は歴

史的 に み れ ば 、さ し て 珍 し い わ け で は な い 。十 九 世

紀 の イ ギ リス を例 に 挙 げ れ ば 、社 会 ダー
ウ ィ ニ ズ ム

が 隆盛 し、資 本 主 義的 自由 競 争 の 賛歌が み られ た。

また フ ラ ン ス を破 っ た 帝国成 立後 の 19世 紀 ドイ ツ に

お い て も、トラ イ チ ュ ケ や ドロ イ ゼ ン と い っ た 「プ

ロ イ セ ン 学派 」 の 歴 史学者に よ っ て 、権力 賛美の 「ビ

ス マ ル ク 主義
d

」 の 歴 史観 が
一

斉を風靡 した。ケ
ーガ

ン の 主 張 は絶頂期 を迎える 勢力 が し ば しばは しな く

も漏 らす も の と もい え よ う。

　 しか し本 稿 で は、ア メ リ カ と ヨ ー
ロ ッ パ の 狭間に

あ る 国 際 秩 序 を め ぐ る 世 界観 的 ・思 想的 亀裂 と い う

も の が どの 程 度の もの か を、ケーガ ン が援 用 し た 「ホ

ッ ブズ とカ ン ト」 と い う図 式 を機 軸 に して 考 察 して

み た い 。い うま で も な くケーガ ン の 図 式 とは 、単純

に 弱肉強食 の リア リズ ム をホ ッ ブズ に代表 させ 、国

際協調 に よ る 平 和 とい う理 想主義 を カ ン トに代 表 さ

せ て い る に すぎな い もの で 、両思想 の 深奥ま で 反映

させ た もの で は な い 。事実 は そ こ まで 単純な もの で

は な く、内 政 不 干 渉 の 原 則 を破 壊 し て ま で 「専 制 」

に 目 くじ ら を立 て 、デ モ ク ラ シ
ー

の 理 想を全 地球 に

及 ぼ そ う と す る ア メ リカ は ヨ
ー

ロ ッ パ よ り も は る か

に 理 想 主 義的 で あ り、逆 に 専制 国 家 に対 して も （経

済制裁等 を通 じて の 非難は す る にせ よ）力 に よ る解

決 を 好 ま な い ヨ
ー

ロ ッ パ の 姿勢は 、宗教戦争 を は じ

め とする 世界観闘争 回 避 の 知 恵 を反映 させ た もの で 、

ア メ リカ よ り もは る か に リア リズ ム に 徹 し て い る と

言 うこ とも 可 能 で あ る 。 ま た 「世界政府 」 や 「世界

国家」 の 構想 に っ い て 、カ ン トは 明 ら か に こ れ を 非

とす る が、ホ ッ ブ ズ は そ れ に つ い て は 十分 に 触れ て

い ない ，ロ
ー

マ
・カ トリ ッ ク と い う国際 主 義的組織

を 「暗黒 の 王 国」 と非難 し た ホ ッ ブ ズ の 立 場 か らす

れ ば、ホ ッ ブ ズ 理 論 は 反国際主 義 だ が 、こ の 点 は ジ

ェ ズ イ ッ トを軽蔑 し き っ て い る カ ン ト と変わ る と こ

ろ は ない
。 ま た イ ラ ク 戦争 を め ぐる ヨ

ー
ロ ッ パ の 立

場 は 主権国 家の 枠 を尊 重 して い る か に 見 え る が、EU

とい う組 織 自体 が 国家主 権を溶解させ て い る もの で 、

い ず れ EU 自体が
一

つ の 主 権国 家単位 とみ な され る

可 能性 は 否 定で き ない に せ よ、そ も そ も拡 大 EU と

は、き わ め て 反カ ン トな、反 主 権 の 世界国家形成 に

邁 進 し て い る と もい い うる。

　 こ う した 点 をみ る と 「主 権 」 とい う絶対 的 な 観念

も、歴史的実 態 に お い て は ホ ッ ブ ズ が 方 法論 と し て

依拠 し た幾何学的 明 晰 さか らは 程 遠い も の で、そ の

概念枠 は き わ め て 流動的な、そ の 時々 の 歴史的 関係

を反 映す る相 対 的な もの で あ る。「神 聖 ロ ー
マ 帝 国 1

は 理 念 と して は ロ
ー

マ 的 な世 界国家だ っ た が、ウェ

ス トフ ァ リア 以 後は 、「主権国家 」の
一

っ に すぎない 。

だ が 各領邦に とっ て 帝国 は
一

種 の 国 際 法 秩 序 を形 成

し、帝 国 の 衰退 に した が っ て 領 邦 の 主 権 が 意 識 され

て い くよ うに なる 。
「主権 」 と 「国際秩序」 は、明晰

な 区分の 困難なもの で あ り、ま た 重層的な構 造 を 形

成 し て い る。リア リズ ム の 学 者 は 法 を定 め る も の を

「力」 とみ な す が 、リア リズ ム の 政治家 は 自 ら の 力

が 上 位 の 法 に 拘束 され る こ と を積極的 に 表 明 す る こ

とで 、自 らの 権力 の 正 当性 が 承 認 され る こ と を知 っ

て い る。国 際法 は、こ の よ う な 自然 法 と しば しば 同

一
視 され て きた 。同 時 に 当該 の 国 際 法 秩 序 そ の も の

が 強制 的 執行 力 を蓄え て い くこ とに よ っ て 、や が て

あ た か も
一

っ の 国家主 権 の 担 い 手 の よ うに 変質 し て

い く の は EU の 例 を 挙 げ るま で も な い
。 主 権 と国 際

法秩序 とは、こ の よ うにカ と法 の 相互 作 用 性 を反映

した 流 動 的 な 関係 に あ る とすれ ば、必 ず し も こ れ を

一
義的 に 把握す る こ とは 困難 で あ る。そ の 意味 で ケ

ー
ガ ン の 意図 しない と こ ろ で あ っ た に せ よ、ホ ッ ブ

ズ と カ ン トとい う機 軸 は、主 権 と国 際法 秩 序 を考 察

す る上 で きわ め て 示 唆的 とい い え よ う。ア メ リカ の

発 展 史 も ま た、じつ は こ う し た流 動 的 な 関 係 を如 実

に 反 映 して い る 。 こ こ で は植民地 「帝国」 た る イ ギ
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リス か ら nation 　 state た るア メ リカ の 主権を確 立 させ

た
一

八
一

二 年 戦 争 と、20 世 紀以降の ア メ リカ を ケー

ス として 対比 させ 、そ の 後、国際法秩序の 中で の 力

と法、主権 と法 の 理 念 と の 関係 を考察 して い くこ と

に し よ う。

2．一八一二 年戦射の ア メリカ

　ア メ リカ の 独立 をめぐる経緯 は 、わが 国で も広 く

知 られ て い る が、一八一
二 年 の 米 英戦争の 要 因や そ

の 意義 に つ い て 語 られ る こ とは 多 くない が、こ の 戦

争 は ア メ リカ に と っ て の 「第二 次独 立 戦 争」 と よ ば

れる こ と もあるよ うに、大英 「帝国」 か らの ア メ リ

カ 領が離脱 し、主権 国 家 の 形成 を 国 際法的 に も再 確

認 した とい う意義 をもっ て い る。

　こ の 戦争 は 様 々 な局 面 と複雑 な性 格 を もつ もの だ

が 、そ の 意義 を本稿 の 観 点 か ら述 べ る と、新興国家

ア メ リカ に お け る ナ シ ョ ナ リズ ム の 爆 発 とナ シ ョ ナ

ル な 「物語 」 の 形 成、そ し て 合衆国の 国際的 地位 の

確定、さ らに こ れ と表裏 を なすが 、当時の 合衆 国 と

して は 身 の 丈 を超 え て い た 帝国 主義的野 望 の 挫折 と

い う、三 っ の 点 で 把握す る こ とが 可 能で あろ う。

　戦争 の きっ か けは 、当時ナ ポ レ オ ン と戦 っ て い た

イ ギ リス 艦 隊 に よ る 中立 の 合 衆 国 商船 に対 す る臨 検

や強制徴募 （lmpressment）で あっ た。厭戦気分 か らア

メ リカ 艦船 に 逃 亡 す るイ ギ リス 兵 士 が 相 次 ぎ、イ ギ

リス は逃 亡 兵の 拘束 を 目的 と して 頻繁 に ア メ リカ 商

船 を 臨検 した ば か りか 、こ の 際、多くの ア メ リカ 人

乗組員が 逃 亡 兵 と み な され て イ ギ リス 軍 に 拘束 され

る とい う事件を頻 発 し、ア メ リカ 国内で 大きな問題

とな っ て い た。こ れ は 単純 な人 違 い に よ る もの も あ

る にせ よ、根 底 に は 独 立 後 と は い え、なお ア メ リカ

を独 立 国家 とみ な して い ない イ ギ リス 側 の 意識 が 大

き く作用 し て い た こ とも 否 定 し え な い 。こ う した 事

態 の 中 で フ ェ デ ラ リス トの 取 っ て きた これ ま で 対 英

宥 和 策 に 対 し、彼 我 の 戦力 の 差 を 顧み ず イ ギ リス 打

倒 を 主張す る War 　Hawk と よ ばれ る 主 戦派 が 台頭 し、

開 戦 とな る。

　 こ の 戦 争 は こ の 意 味 で 、大 英 帝 国 に対 す る national

prestigeの 確 立 の 戦 い で あ っ た が 、 同 時 に 大 西 洋 を支

配す る イ ギ リス に 対す る北部貿易商 人 た ち の 利 権確

保 、太平 洋側 で の 捕 鯨 利権、ま た カ ナ ダ へ の 膨 張 を

阻 も う とす る イ ギ リス へ の 挑戦 とい っ た 形 を とる こ

と に な っ た し、ま た 西 部 へ の 膨張 を 阻 む イ ン デ ィ ア

ン と結託 した イ ギ リス への 掣 肘 を 目指すもの で もあ

っ た。要す る に様 々 な レベ ル に お け る、従来か らの

米 英の 利害対立 を必然的 に 反映す る もの とな り、こ

うした 背 景か ら戦闘は 大 西 洋ばか りか 、太 平洋 、ミ

シ シ ッ ピ 河 口 付近 の 南部、ま た イ ン デ ィ ア ン ・イ ギ

リス 連合 との 北 西 部 で の 戦 闘 と大 き な 広 が りを見 せ 、

ワ シ ン トン DC も
一

時イ ギ リス に 占領 され 、大統領

官邸 の 炎上 と い う事態 も起 こ る な ど、新生 国家ア メ

リカ に と っ て 大 きな 試 練 とな っ た。

　 しか しこの 過程は nation　 state た る ア メ リカ の 物語

を 紡ぎ出す上 で 貴重な体験 と なっ た 。イ ギ リス 軍 の

迫 る 中、当時官 邸 に 残 され て い た マ デ ィ ソ ン 大 統 領

夫人 は、脱 出の 際、パ ニ ッ ク に 陥 る こ とな く ワ シ ン

トン の 肖像を落 ち 着い て 取 り外 させ 、略奪や炎 上 の

事態 か ら、い わ ば 「御真影」 を 守 っ た との 美談は こ

の と き の も の で あ る。ま た 今 日 の ア メ リ カ 国 歌

Star−Spangled　 Banner が 生 ま れ た の もこ の 時 期 で あ

る 。当時 イ ギ リ ス 艦 船 に い た ア メ リ カ 人 弁 護 士

Francis　 Scott　 Key は 、英艦 船 に よ る バ ル テ ィ モ ア の

Fort　 McHen 【y 攻撃 を見 守 っ てい た が 、英 艦 船の 猛 攻

を受 け な が ら もつ い に 降伏 す る こ とな く夜 明 け を 迎

え、朝焼 け の 光の 中で 翻る星 条旗 に感銘 し、作 っ た

詩 が今 目の 国 歌の 歌詞 と なっ て い る 。 ま た ジ ャ ク ソ

ン 指揮 の ア メ リカ 軍 が ニ ュ
ーオーリン ズ で イ ギ リス

に圧勝 した こ とは、交 渉妥結後の もの で あ っ た とい

え、国民 的英雄 を形成す る場 とな っ た。人 気を博 し

た ジ ャ ク ソ ン は後 に 大 統 領 とな る。

　 米 英戦争 は こ うい っ た 「物 語」 を 形 成す る こ とで

ナ シ ョ ナル な主権国家形成の 精神的基盤を作 り上 げ、

ま た 1815 年 に ガ ン で 締 結 され た講 和 条 約 は ア メ リカ

国 家の 「主権 」 を法的 に 再確 認 し た。 し か し 講 和 条

約 は 同 時 に ア メ リカ の 無 制 限 な 「帝 国 」 的 な 膨 張 へ

の くび き と もな っ た。ア メ リカ は、カ ナ ダ 地 域領有

の 野 望を挫 か れ、今 日 まで 続 くア メ リカ ・カ ナ ダ国

境線が画 定され る こ とに な っ た 。

　 こ の よ うに 1812 年 当 時 の 主権国家ア メ リカ は 、英

「帝国」 か らの 離脱 と反抗を求 め る count 【y
’
s　national

pride確 保 の 闘 争 で も あ っ た。い ま だ 自国領 意 識 の 抜

け な い イ ギ リス に 対 し、ア メ リカ は 実 力 で 独 立 した

主 権国 家 と して の 尊厳 を 獲 得 し、同 時 に 自 らを 主 権

国 家 を 単 位 とす る国 際 法 秩 序 の 中 に 組 み 込 む こ とで 、

自 らの 安全 確保 を図 っ た の で あ る 。

3．カン ト的共 同体と国際秩序

イ ギ リス か らの 独 立 を再確認 し た一八一
二 年戦争
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当時 の ア メ リカ の 振舞 い は、こ の 意味で ケ
ー

ガ ン の

い うも の とは 別 の 意 味 で 、カ ン ト的 な 主 権国家 思 想

の 枠 内 に あ る こ と を示 して い る。ケ
ーガ ン は カ ン ト

を 国 際協 調 に よ る平 和 主義者 と と らえ て い る が、カ

ン トの 国際秩序思想 は こ れに 尽 きるわ けで は ない し、

世 界 政 府構 想 自体 を カ ン トは 否定 して い る。

　 ま ず確 認 して お くべ き こ とは、カ ン トの 構 想 した

「世界公 民 法」 の 想定す る社会は 決 して 「国境なき」

グ ロ
ーバ ル な社会で は な く、主 権 を もっ た 諸国家の

連 合 を想 定 し て い た こ とで あ る。「国 際法 の 理 念は、

互 い に独 立 して 隣 り合 う多 くの 国家 の 分離 を 前提 と

して い る」。こ れ は
一

種 の 戦争状態 だ が 、それ で も 「他

を制圧 して 世界王 国へと移行 して い く
一

大 強 国の た

め に 諸国家 が溶解 し て し ま うよ りも好 ま し い
5
」 の で

あ り、根 底 に お い て は 主 権国家を単位 とす る ウ ェ ス

トフ ァ リア 体制を大前提 と して い る 。世界政府を否

定 す る こ の 立 論 は どの よ うな 根 拠 に 基 づ く の か。そ

れ は 「法律 は 統治範囲が 拡大す る に つ れて ま すます

威 力 を 喪失 し、魂 な き 専 制 政 治 は 善 の 萌 芽 を 根 絶 や

しに した 上 、最後 に は 無政府状態 に 堕落す る か ら で

ある
61
。

　 こ の 理 由 は や や 唐突 な 印象 を 与 え るが 、世界政府

を非 とす る こ の 主 張は 決 して カ ン トの 構想力 の 限界

と か 、歴 史的環 境 に 制 約 され た もの 、とい っ た 安直

な理 解 を許すもの で は な く、「法」 お よび 「国家 」 に

対す る カ ン ト独 自の 理 念 に 結 び つ い て い る もの で 、

「共 和的」 な 「公 民 祉会 」 の 構想 と 切 り離 し て 考 え

られ ない 関係 に あ る 。 す な わ ち 「共 和 的」 と は、そ

の 語 の 構 造 が 示 す よ うに 、国 家 が
一

つ の 「公 共 」 体

で あ り、特 定 の 個人や 機関の 私 有財産 で は な い こ と

を 意味 して い る。そ こ か らカ ン トは公 共 体 と して の

国 家を、所 有 に 基づ く恣意的支配 で は な く、客観的

法 則 た る 法 律 に よ っ て 規 律 す る 「法 的 体 制

（gesetzliche　Verfassung＞」 と も言い 換え て い る
7
。国

家は 私権 の 対象た る 「物」 で は なく、む し ろ物を所

有 ・管理 ・処 分 す る精神 的人 格性 を もっ 「権利 主 体」

で あ る
9

。

　 こ う した 体 制 を支 え る 上 で 求 め られ る国 民 σ）資質

は 、公 共 へ の 愛 とい う徳 で あ る。い か な る特 定 人 の

私有財 産 で もない 、公 共 体 と して の 国家 を 支 え る 上

で は、自らの 帰属す る 共同体 へ の 愛着 と忠 誠 が 不 可

欠 で あ り、公 共 性 と、共同 体 へ の 愛 と は 切 り 離せ な

い 関係 に あ る 。 恣意的支配 に よ る 権力 の 行使 を阻 止

す る 方 策 と して 、す な わ ち 公 共 体 の 要 件 と して 、カ

ン トが 立法権 と執行権 の 区 分 を挙げて い る の は こ の

意味で あ る。立 法 と執行 が 区 分 され ない 体制 と は、

同
一

の 人 や 機 関 に 独 占 さ れ る 専 制 で あ り、か っ

vaterlich （父 権的）な体制で あ る。専制 とは権力 の 独

占的私有 の 状態 と理 解 され る わけ で あ る。逆 に 立法

と執行 が 分離 され る体制は、権力 が 私有 されない 、

つ ま り公 共的な体制で あ り、こ れ は patriotisch（愛国

的 〉 とも言い 換 え られ る
9

。こ こ か ら も見て 取れ る よ

うに、愛 国 的で あ る こ と と、公 共 体 と して の 国家 供

和国） と同 義の 関係 に ある 。

　 公 共 体 ＝バ トリオ テ ィ ッ シ ュ な体制 とい う関係 を

理 解 す れ ば、「法 律 は 統 治 範 囲 が 拡 大 す るに つ れ て ま

すま す威 力 を 喪失 し、魂 な き専制政治 は 善 の 萌芽 を

根絶や し に した 上 、最後 に は無政府 状 態に 堕落す る 」

とい う言葉の 意味 も、よ り明瞭 な もの とな っ て くる 。

カ ン トは 言語や宗教 の 違い か ら生まれ て くる集団を

国家の 自然な 単位 と想定 して い る が
1°

、こ の よ うな

制限 を認 め る の は 、言語や宗教を異 に し、自分 と は

余 りに 縁 遠 い 者 に よ っ て 支 配 され る体 制 の 中 で 生 き

る人 々 に 、公 共体への 忠誠心を期待す る こ とは 自然

的 心 情 と して 困 難 で あ る と い う事 情 か ら見出 され よ

う。公 共への 忠誠を期待で きない 人 々 に とっ て 、法

遵守 の 動 機 とな る の は、法 違反 を 犯 した 場 合 に 科 さ

れ る 処罰 の 恐怖の み で あ り、法の 遵守を共 同 体 へ の

忠誠 に 依存 させ る共和主義的な徳 は こ こ に は 存在 し

な い 。恐 怖 の 回 避 だ け を 目的 と し て 法 が 遵守 され る

社会 とは 、カ ン トの い う通 り、「魂なき専制」で あ り、

被治者 の 側 で は 偽 善 や ご ま か しが 横 行 す る、ま さに

「善の 萌 芽を 根 絶や し にす る 」 条件 に 事 欠 か な い の

で あ る。公 共 体 の 目的 は、何 よ りも完全 な る法的体

制 の 実 現 で あ り、法 に 対 す る 強 力 な 忠 誠 心 を 獲得 し

え な い 世界政府 は 、法的体制と し て の 条件 をまっ た

く欠 い て い る とい うべ きで あろう
］1
。

　以 上 の 点 を ま とめ る とカ ン トの 構 想 す る国 際 秩序

観 とは 主 権 を もっ た 諸国家 が 共 存す る 社会 で ある と

い うこ と （そ の 意味で た しか に 「国」 際主 義で あ る）

だが 、こ の こ とは、国 家 を 私 有財 産 た る諸 権利 の 集

積 した秩 序 とす る 、私 法 優位 の 国家思想 に 対 す る 明

確 なア ン チ テ
ーゼ を形 成 し て い る 。 国家は 精神 的人

格 性 を 認 め られ る権 利 主 体 で あ る 以 上 、国 土 が 私 有

財 産 と し て 結 婚 や 相 続 で 分 裂 した り合 併 す る 事 態 は

あ り うべ か ら ざ る事 態 で あ る 。 そ し て こ こ か ら、旧

来 の 「身 分 」 を 超 越 す る、普遍 的 か っ 公 共 的 な 存在

と し て の Volk
’2

が 統治権 た る 主権 の 担い 手 と し て 登

場せ ざる をえない とい う搆造 が 明 らか と なる。貴族

身分 に よ る 支配 は非 「国 民 」 的な 支 配 で あ る 点 で 、

公 共体た る 要件を満 た さない し、言語や宗教の 点 で

共通 の 基盤をもた ない 、世界政府や 「帝国」 は 、「国
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木原 ： ホ ッ ブ ズ 対カ ン ト ？国際 開係 にお け る力 と法の 関係 に つ い て

民亅 を超越 して しまい 、公 共 体 と して 要 求され る十

分な 忠誠心 の 対象 た りえ ない が 故 に 、「永遠平 和 」 を

求 め る 国際秩序 の 構成要素た りえない 。勢力均衡 の

論理 や秘密条約 と い っ た 主権 国 家 の 行 為 に よ っ て 国

際社会 の 平和 が損 なわ れ て い る こ とをカ ン トは 問題

視 し、諸国家 の 利 害を調 整す る国 家連合組織 を 求 め

た の は た しか だ が 、こ の こ とを 無限定 的 に広 が る 世

界政府 と取 り違 え て は な らない し
13
、両者 は 区別 さ

れ るべ き十 分 な理 由 が 存 在す る
14

。

　 と こ ろで ア メ リカ に とっ て 1812年 の 米英戦争は 、

国 家連合 に よ る平 和構想 とは何 の 関係 もな い
。 だ が

国家連合の
一

構成要素た る 公 共 体 と して の 「共 和国」

を生 み 出 した と い う点 で 、 カ ン トの 構 想 す る 国 際 秩

序 思 想の 枠 内 に あ る こ とは 明 らか で あ る。war 　 hawk

た ち の 求 め て い た こ と は 、卑近 な表現 をすれ ば 国の

メ ン ツ だが、こ れ は カ ン ト的に い え ぱ国 際法秩序 の

下 で 、精 神 的 人格 と して の 尊厳 を 求 め て い た と言 い

直す こ とが 可 能なの で あ る。ま た 戦争 に伴 っ て 生み

出 され た 数 々 の 物 語 は、ア メ リカ が naiton 　 state と し

て 忠誠 の 対象た り う る こ とを 子 供 た ちに 教 え、公 共

体 と し て の 国家構成員 に 必 要 なバ ト リオ テ ィ ズ ム 涵

養 の た め の 伝統 と教材を提供 した の で ある。カ ナ ダ

との 国 境線 の 確 定は、ア メ リカ の 無制 限 な膨 張 を
一

旦 は収 め、ア メ リカ が イ ギ リス の よ うな植 民 地 帝国

とし て で なく、nation 　 state と して 発 展 して い く素地

を提供 した。こ の よ うに初 期 の ア メ リカ は あ る 意 味

にお い て 、き わ め て 「カ ン ト的1 な 思考枠組 み の 中

で 自己 形成を果 た して きた の で あ る。

4，二 つ の カント主義の 破綻

　 ケーガ ン の い う通 り、独 立 期 の ア メ リカ は、米英

戦争 とい う賭博的行為 を別 とすれば、基本的に は 国

際条約 の 枠 の 中で 自己 保 全 を 図 ろ うと し て き た が 、

二 〇 世 紀 に 生 じた ＝ つ の 世 界 大戦は こ う した 伝統 を

崩 し て い く こ とに なっ た。い ずれの 時期 もア メ リカ

国 内 に は 孤 立 主 義 の 勢力 が 影 響 力 を残 して い た が、

そ の い ずれ に お い て もア メ リ カ は ヨ
ー

ロ ッ パ に 介 入

す る こ と で 事態の 決着を 図 り、と り わ け 第二 次 大 戦

後、西 欧 に お け る ア メ リカ の プ レ ゼ ン ス は 西 欧 の 自

由 や デ モ ク ラ シ
ー

の 存立 に 不 可 欠 の 条 件 と な っ た。

ソ 連 とい う対抗勢力 が 消滅 し た 冷戦終結後、こ の プ

レ ゼ ン ス は 自由世界の 防衛 とい う消極的なもの か ら、

自国の 国家 理 念 を 際限 な く膨 張 させ て ゆ く新 た なマ

ニ フ ェ ス ト ・デ ィ ス テ ィ ；・　一一の ような、より攻撃的

な も の に 変質 して い く。ケーガ ン の 認 識 に よれ ば、

古 い ヨ
ー

ロ ッ パ の植 民 地主義 は、カ ン ト的な理 想主

義 へ 退 行 して い き、逆 に ア メ リカ が 力 に よ る 秩 序 の

維持 とい う役割を引き受ける よ うに な っ た の で ある。

　む ろ ん 現 在 の ア メ リカ の 形 と思 想 は 徐 々 に形 成 さ

れて きた もの で 、第
一

次大戦後 に ウィ ル ソ ン の 要求

し た こ と は、い まだ 「帝国」 と して の もの で は な く、

む しろ 多民 族帝国オース トリア の 解体 と、民族 自決

の 推進、国家連合組織た る国際 連 盟 の 設立 で あ り、

こ の 時点で は 国民 国家を前提 とす る カ ン ト的な理 想

主義に依拠 して い る 。 だ が こ の 理 想 の 実現 に歩 を進

め た か に み え た ヴェ ル サ イ ユ 体制 は 単な る失敗 以 上

の 災 厄 を生 み 出 し、そ れ は 二 つ の 意 味 で の カ ン ト的

理 想主 義 の 破綻 と い い う る もの で あ る。

　そ の
一

つ と し て 、ヴ ェ ル サイ ユ 体制 の 基本理 念で

あ っ た 民 族 自決 が、旧 き 帝国 の 解体 を 進 め る こ とで

ナ シ ョ ナ リズ ム の 噴出をもた ら し た とい うこ とで あ

る 。 宗教と民族 の モ ザ イ クで あ る東 欧 地 域 に 存在 し

た 緩や か な帝国的秩序 は 、多 民族 共 存 の た め の 伝統

的な知恵 で あ っ た が 、ウィ ル ソ ン に と り、それ は 諸

民 族 へ の 抑圧 体制 に しか 映 らなか っ た。民 族 自決 の

理 念 は、国 際主義的 な性 格 を もつ 君 主 制 や 貴族 制 を

破壊 す る とい う意味 で 旧 体 制 破 壊 の 原動力 とな る 国

民 主権 と結 び つ く が 、そ れ 以 上 に 排 外 的ナ シ ョ ナ リ

ズ ム の 発 火装 置 と なっ て い く。 ドイ ツ の 場 合 で も 、

帝政 は 三 月 革命 期以 来 の ナ シ ョ ナ リズ ム 運 動 の 帰結

で もあ っ た が、敗戦 に 伴 う帝政 の 崩壊 に よ っ て 国 民

主権 の 要 求 とナ シ ョ ナ リズ ム の 情念 は 野 放 し と され

る。と りわ け 戦 勝 国 に よ る過 酷 な賠 償 請 求 は ドイ ツ

・ナ シ ョ ナ リズ ム を 刺激 し、ナ チ ス 誕生 の 道 を 開く。

ヒ トラー政 権 は 、中 ・東 欧 地 域 で の ドイ ツ 人 保 護 を

名 目 とす る 領 土 拡 張 主 義 を進 め る が、こ うし た 好戦

的ナシ ョ ナ リズ ム に 対 し、第
一

次大戦 の 惨 禍 を経験

し、平 和 主 義 を信奉 し た 英 仏 は力 に よ る 対 決 を忌 避

し、宥 称 政 策 を採 る こ とで 、ナ チ ス の 成 長 を間 接 的

に 助ける結果 と なっ て い る。平和主義理念に導 か れ

た 連盟 も ま た そ の 解 決 能 力 の 無 さを 露 呈 す る 。 こ の

意 味 で ヴェ ル サ イ ユ 体制 の 崩壊、つ ま り第二 次世界

大 戦の 勃 発 は 、勢力均衡 に 代 わ る 、国 家連合組織 に

よ る平 和 維 持構 想 とい うカ ン ト主義の 破綻 と い い う

る 。 交渉 と全会
一

致 を重視し、制裁戦争を 認 め ない

連 盟 の 在 り方 は 、切 迫 し た 事 態 に 対 す る 有 効 な 対 処

を不可能 に した の で ある。

　 そ し て 二 っ 目は、共 和 的な国 家体制 こ そ が も っ と

も平 和 愛好 的で あ る と の カ ン トの 想定
1S

が 完全な誤
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りで あ っ た こ と で あ る。普遍的体制た る共 和 制の 担

い 手 は カ ン トに と っ て Volk た る 「国 民 1 に他 な らな

か っ た 。 そ れ は 身 分制支配 に 対す る普遍的 正 当性 を

内包 し て い た が、「国 民 」 の 名 に よ る貴 族 主 義 の 排斥

は、国境を超 え る 貴族ネ ッ トワ
ー

ク に 付随す るイ ン

ターナ シ ョ ナル な意味で の 普遍 性 を排斥す る 排外主

義 に 直結 し た。身分制を打破 し、バ トリオ テ ィ ズ ム

に 心酔す る 国 民 の 共 和主 義的精神 は、平 和 愛 好 的 で

あ る ど こ ろ か 、過 激 な 好 戦的ナ シ ョ ナ リズ ム に 転化

す る。諸 民 族 を緩 や か に 包括 して い た 第
一

次大戦前

の 君 主制 に よ る 帝国の 方が 支 配 者の 側 に お い て も、

支配 され る民 族 に お い て もナ シ ョ ナ ル な公 共精神 と

は無 縁 で あ る 点 で 、は る か に穏健 な 自由 を保 持 して

い た の で あ る。

5．普遍的帝国 へ

　冷戦終結 後 の 世 界 は む しろ 紛争 の 拡散を促進 し た

し、グ ロ
ーバ リズ ム の 進 展 は 、内政 不 干 渉 を前 提 と

す る 主権 国家的 枠組 み で の 解決 困難 な 犯 罪 ・テ ロ を

頻発 させ た。自由化 の 裏面 と して の 、こ うし た 不 安

定化 の 中 で 、ア メ リカ は デ モ ク ラ シ
ー

的な 理 想 主 義

と、自国 の 安全保障 を求 め る 冷徹な リア リズ ム と を

結合 させ た、デモ ク ラ シ
ー

帝国 と し て の 姿 を鮮 明 に

して い き っ つ あ る。と こ ろ で こ う した デモ ク ラ シ
ー

帝 国 的 な 理 想主義を表すもっ と も早 い 例 と し て は 、

じ つ は 日 本 の 占領 統 治 で あ っ た と も い え よ う。占領

統治 は 日本 の 軍 事 的 無力 化 とい うア メ リカ の 国益追

求 と 共 に、デ モ ク ラ シ
ー

の 植 え 付 け と い う宣 教 師 的

理 想 主 義 と が結 合 し た もの だ っ た が 、こ こ で の 理 想

主 義は もは や カ ン トの 想定 して い た 国際秩序観を完

全 に 踏み 破 っ て い る理 想 主 義 で あ る。ポ ツ ダム 宣言

とい う条約 上 の 取 り決めは、武装解除の 完 了 と共 に、
一方 当事国 に よ る 「無条件降伏 亅 の 意味 合 い を もた

せ られ、目本 は 軍 事 ・外 交上 の 主権の み な らず、内

政上 の 決 定 権 ま で GHQ の 統制下 に 置 か れ、最終的

に は 新憲 法 の 制 定 ま で 強 要 され て い る，こ う した 振

舞 い は 、『永 遠 平和論』第
一

章第五 項 に あ る よ うな 「い

か な る国家 も他 の 国家 の 体制 や 統 治 に 暴 力 を 以 て 干

渉す るべ き で は な い 」 とす る 国家 の 「入 格 性 」 承 認

を出 発 点 とす る カ ン ト的 国際秩序
L6

の 枠組み を踏み

越えた 、新た な秩序観 に 基づ い て い る 。

　 こ う した 国際 法 上 の 問題 を残 しなが らも、日本 占

領 統 治 は ア メ リカ に とっ て 予 想以 上の 収益 を もた ら

し た 大成功の 投資 だ っ た とい え よ う。日 本 は経済的

に復興 し、経済の み な らず 軍 事 ・外 交 の 側 面 で も、

か つ て の 敵 国 か ら も っ と も重要な同盟国 に変わ っ て

い る。ケーガ ン の 論述
17

やブ ッ シ ュ の 演説 で も しば

し ば 引か れ る よ うに、こ の ときの 成功体験 が今 日の

ア メ リカ に よ るイ ラ ク 占領 へ と導くデ モ ク ラ シ
ー

帝

国 主義の 模 範 と な っ て い る こ と は 疑 い な い 。

　 こ の 意味で の 「帝国」 主 義 の 流れ は、ケ
ー

ガ ン の

い うよ うな 「ホ ッ ブ ズ 主義」 と、超 国家的 な理 想 主

義との ね じれ の 産 物 で あ る。前者 は リア リズ ム に 立

脚 す る 国 益 追 求 の 態度 だ が、リア リズ ム に 徹 す る 限

りで 、国外で の 権 力 行使 に 「理 想 」 は 不要だ し、歴

史的文 脈 の 中で 政 治 の 在 り 方を考 え る保 守主 義 は 、

抽象的 ・普遍的価値観に対 して は も と もと懐疑的で 、

そ うし た価 値 を持 ち 出 して 国際政治の 舞台に 介入 す

る こ と は 「保 守」 本来 の 立 場 と は 相容れない 。そ の

意味で ネ オ ・コ ン サバ テ ィ ズ ム とは、内政不 干 渉 を

原 則 と す る 国 際 協 調 主 義 の 枠 を破壊す る普遍 主 義 的

で 、デ モ ク ラ テ ィ ッ ク な理 想主義 を 動 機 とす る して

い る 点 で 本 来 的 な保 守 とは 異な る。い わ ば ア メ リカ

建 国 以 来 の 独 善的 な理 想 主 義 と、世 の 中の 現 実 に 目

覚 め た 若者 の 偽悪的な リア リズ ム の 結 合 形 態 と言 え

る だ ろ う。理 想 主 義 の 下 で 目 本 の 改革 を追求 し た

GHQ 民 政局 は、ル
ーズ ヴ ェ ル ト死 去 後、行 き場 を な

く した 民 主 党左 派系 の 官僚 た ち に 満 た され て い た こ

と は こ の 構図 に 当 て は ま る し、今 口 の ブ ッ シ ュ 政権

に お い て もそ の ま ま 妥 当す る。ブ ッ シ ュ 自身 は キ リ

ス ト教 右 翼 的 な保 守 主 義 の 流れ に あ る が 、そ の 政権

内 で 軍 事
・
外交政策を立案 して い る新保守主 義 （ネ

オ コ ン ）の ブ レ
ー

ン た ち の 多 くは 、か っ て 民 主 党 の

理 想主 義 を 支持 し、転 向 した とい う経歴に 鑑み れ ば、

理 想主義 の 無力 さ に 失望 した 者 が、偽悪主義的な リ

ア リズ ム に 飛 び っ く構 図 を指 摘 で きよ う。帝国 と し

て の 現代 ア メ リカ の 振 舞 い に は、む ろ ん 石 油利権等

の 問 題 も絡 ん で い よ うが 、そ れ だ け で 国 民 を 戦 時 体

制 に 動 員す る こ とは で き ない 。帝 国化 の 背後 に は 保

守 主 義者 に お い て は 宣教師的開 拓精神 が、ま た りベ

ラ ル 層 に お い て は 、デ モ ク ラ シ ー
の 普 遍 化 ・地 球 化

を め ざす情熱 が あ る。だ が こ の 理 想主義 は カ ン トの

反対す る 世界政府 の 方 向 を め ざす もの か 、そ れ と も

カ ン ト も認 め て い る よ うな、強国 の 共 和 国 が 中心 と

な る 新た な 国家連合 の 形成 に進 ん で い る の か、現在

の 時 点 で は 判 明 し な い 。

6．おわ りに
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　ア メ リカ の 帝国的 な 膨 張 は、ケーガ ン の 言 う よ う

に長期的 な 発展 の 過 程 に あ る もの なの か も しれない。

しか しそ う し た マ ク ロ な流れ とは 別 に 、イ ラ ク 占領

を 日本 占領 に擬 し、やが てデ モ ク ラ シ
ー

国家 とし て

再 生 させ る とい う筋書きは 余 りに 粗雑 な楽 観論 と い

うべ きで あろ う。目 本占領軍 と して の ア メ リカ は 、

天 皇 訴 追や官僚機構 の 解体を行な うこ とは なか っ た

点
一

つ を取 っ て み て も、イ ラ ク 占領 軍 と して の ア メ

リカ に比 して 、は るか に慎重で 合理的 で ある。皇 室

の 存続 は 円滑な占領統 治を 目的 とす る 功利 主 義 に 裏

付 け られ た もの で も あ っ た にせ よ、被 占領国 の 政治

文 化 に対 す る
一

定の 敬意 を象徴的 に 表 明 す る こ とに

な っ た し、新憲法の 制定 も帝国憲法 の 改正 とい う形

式 を とる こ とで 、統治の 連続性 を 承 認 し 、実 質は と

もか く目 本国民 の 自己 決定 とい う外観 を整え、占領

国 の 政治体制への 尊 重 を示 して い た。戦前 か らす で

に議 会 と法 治 行 政 の 体系 を 完成 させ て い た 日 本 国 民

に とっ て 、軍部の 解 体 は む しろ正 常な立憲政治 へ の

回帰 とい う側 面 す ら も有 し て い た
Is
。既存の 政治体

制を根底 か ら破壊 して い るイ ラ ク の 場 合、そ の 占領

統 治 の 困難 さ は 日本 の 比 で ない こ と は容易に 想像 で

きる。

　 こ の よ う な困難 の 予 想 され る 占領統 治 をお こ な う

た め に、ア メ リカ は何故 に フ セ イ ン 政権打 倒 の 戦 争

に 踏み切 る決断を した の だ ろ うか 。 ケ
ーガ ン は こ れ

に つ い て 、森 の 中 を うろ つ く熊 を例 に 挙 げ て 説 明 し

て い る
’9

。 持 っ て い る武 器 が ナ イ フ の み で あれば 、

高 い 危険 を 冒 して 熊 と戦 う こ と は 合理 的 で は なく、

熊 が 森 を うろ つ い て い る 危険 は許 容せ ざ るを え な い 。

しか し 容易 に 熊を圧倒 で きる ラ イ フ ル を も っ て お れ

ば、もはや 熊 が うろ つ く危険を許 容 す る 必 要 は な く、

積 極 的 に 戦 い を挑 む こ とで そ の 後 の 安 全 を容易 に 確

保 で きる とい う。 ヨ ー
ロ ッ パ が フ セ イ ン とい う危険

分 子 を許 容す る の は 単 に 力 を もた な い こ とが 理 由 で

あ り、イ ラ ク を容易 に圧倒 し うる力 を もつ ア メ リカ

がイ ラ ク の 危険 を 許 容 す る 理 由 は な い 。こ れ が 弱 い

ヨ ー
ロ ッ

パ と ア メ リカ の 溝を作 っ て い る、とケーガ

ン は い う。こ の 説 明 は ブ ッ シ ュ 政権指導部の 心 理 を

大 筋 で 反 映 す る もの で あろうが、こ れ に は 二 つ の 疑

問 が 投 げか け られ よ う。一
っ は 今 目 の 米 軍 が 本 当 に

ライ フ ル で 熊 を退 治 で き る ほ ど の 力 を も っ て い る か

とい う点 で あ る。 制 空権を奪い 、「ピ ン ポイ ン ト」 の

空 爆 が 可 能 で あ っ て も、陸上 を完全に 制圧 で き な い

ま ま 「主権委譲 1 せ ざ る を え な い 事実 が 示 し て い る

よ うに、戦力 とは ハ イテ ク技術 の み に尽 き る も の で

は な い だ ろ う。こ こ に は ロ
ー

テ ク し か もた な い 敵 に

対 し て は 、武器をもた ない 野獣 の よ うに 容易に退治

で きる とい う軽薄 な ま で の 力 に対 す る過 信が み られ

る。二 つ 目は戦闘 に勝利す る こ とと、その 国 の 人民

を支配す る こ と と は別 物 で あ る との 認 識 が こ こ に は

ま っ た くみ られ な い こ とで ある。圧倒的戦力をもっ

国 が 占領国 の 統治 に 失敗 し、撤 退 す る 例 は 古 来 数 限

りない 。

　 だ が 戦略論や ミ ク ロ な 軍事 技 術 的 な 事 柄 を 論 じ る

の は 本稿の 目的 で は ない 。ケ
ー

ガン が 認 め て い る よ

うに ア メ リカ は 今 日、ホ ッ ブ ズ 的な 自然状態 と して

の 国際関係 の 中に い る の だ とす れ ば、ア メ リカ の イ

ラ ク 統 治 と は、ホ ッ ブ ズ の い う征服者 の 産 物 と して

の 「獲得 に よ るコ モ ン ウェ ル ス 」 に該 当 しよ う。
「獲

得 に よ る コ モ ン ウェ ル ス 」 は、被征服者 が 生 存 の 保

証 と引換 え に 「主 権者 」 に 自然権 を譲渡 し、全 面 服

従す る （暗黙の ）契約 で 成 立 す る国 家 で あ る。主権

者は 服 従 し ない 者 を 「敵」 と し て 滅 ぼす権利 を もつ 。

ア メ リカ は こ の 敵を 「テ ロ リス ト」 と名 付 け る こ と

で 戦 時 国 際 法 上 の 義 務 を 回避 し よ うとす る が 、住 民

深 くま で 浸透 し て い る 勢 力 を すべ て テ ロ リス トとみ

なす な らば、行 き 着 く とこ ろ は ジ ェ ノサイ ドしか な

い で あろ う。だ が 今 日の 国際法理 念は そ うした 古代

的な残虐 さを許すもの で もない し、ア メ リカ 自身の

良 心 も そ れ を不 可 能 と す るだ ろ う。そ の 意味 で カ ン

ト的な国際法の 理 念 は な お
一

定 の 拘束 力 を も っ て い

る し、ホ ッ ブ ズ 主義者 が い うほ どに 徴界は 無 秩 序 な

状 態 で は な い 。そ も そ もホ ッ ブ ズ の 理 論 を 国際 関 係

に ま で 敷 衍 で き る か ど うか 自体が 大きな問題 だ が 、

法 と力 は い ず れ が先 行 す る の か、こ の 法 哲 学上 の ア

ポ リア に 対 して 、現実の 政 治 的 決 定 の 場 に 身 を置 く

もの が 、い ずれ か一
方 を 「理 論的 」 に 支 持 す る こ と

の 危 険 と 軽薄 さを 、戦間期 の ヨ ー
ロ ッ パ と今 日 の ア

メ リカ の 体 験 は 教 えて くれ る よ うに 思われ る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（了 ）
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注

1＞ 「帝国（empire ＞J の 語 は 多義的で 、ネグ リ に よ れ

　ば帝 国 とは 、主 権 が あ る上 位 の 実体 に 向けて 移転

　 し」 て い る 「国民国家 の 構造 とは 根本的に 異なる」

　形態 と把握 さ れ て い る （た と え ば 『現 代思想』 3

　 1巻 工 号、三 八 頁以 下参 照 ）。ま た レ
ー

ニ ン の い う

　 「帝 国 主義」 は 国 民 国家の 形 態を維持 し っ つ 、海

　外植 民 地を広 げ る侵略主義 を い うこ と も あ る が 、

　 こ こ で は 国 民 国家 の 形 式 を維持 して い る レ
ー

ニ ン

　 の 帝国 概念 と、国 民 国 家 と は 異質 と把握 す る ネ グ

　 リの そ れ と の 中間的な、諸 民 族 を包括す る 国 家 と

　暫 定 的に捉 え て お く。後 述 す る よ うに 「国 民国 家」

　 と 「帝国」 は 歴史的に は 截然 と区 分 で きない 流動

　的な 関係 に あ る か らで あ る。

2）Robert　Kagan，　
T’Paradise　and 　Power　America　and

　Europe　in　the　New 　World　Order”，2003．（邦 訳 『ネオ

　 コ ン の 論 理 　ア メ リカ 新保守 主 義の 世界戦略』光

　文 社、二 〇 〇 三 年。引用は 邦訳 書の 頁 に よ る。

3）前掲書
一

〇 頁。

4） も っ と も ビ ス マ ル ク主 義 と ビ ス マ ル ク とは 異質で

　あ る こ とは ビ ス マ ル ク の 名誉の た め に も付加 して

　 お くべ きだ ろ う。プ ロ イ セ ン 優先主義者 で あ る彼

　 に と り、自由主義運 動 と結託 した 「ドイ ツ
・ナ シ

　 ョ ナ リズ ム 」 は 冷 笑 か、利 用 の 対 象で し か な い 。

　 ビ ス マ ル ク の 関心 は 「プ ロ イ セ ン 」 の 安全 とア イ

　 デ ン テ ィ テ ィ 保持 に あ り、ドイ ツ ナ シ ョ ナ リス ト

　 た ち に よ る ビ ス マ ル ク 崇拝 は、ビ ス マ ル ク が 利用

　 し て い た に す ぎ な い ナ シ ョ ナ リス トか ら の 片 思 い

　で し か ない 。こ の 立場 で の ビ ス マ ル ク理 解 を す る

　 も の と し て は 、セ バ ス チ ャ ン ・ハ フ ナー 『プ ロ イ

　 セ ン の 歴 史 　伝 説 か らの 解 放 』 東 洋 書 林 、二 〇 〇

　 〇 年。

5）　Kang　VIII，　S、367．

6）　Kant，　ibid．

7＞　Kant，　VIII，　S．320．

8）そ れ 故 に 「独 立 して 存 続 し て い るい か な る国 家 （そ

　の 大小 は こ こ で は 問 題 で は ない ）も、相続、交換、

　 買収 ま た は 贈 与 に よ っ て 他 の 国 家 の 所 有 に され る

　べ きで は ない 」 （VIII，　 S．344＞と い う永遠平和論 の

　命題 が 生 ま れ る。こ の 命題 は む ろん
一

九 世 紀の 植

　 民 地 主義 を 否 定 す る意味 を も含 む が、直接 的 に は

　 ハ プ ス ブ ル ク家 が 結 婚 政 策 に よ っ て 領 土 を 拡 大 し

　 た よ うな、国土を私有財産 とみ なす所有秩序 と し

　 て の ヨ ーロ ッ パ 私 法 秩 序 、よ り直接 的 に は （神 聖

　 ロ
ー

マ ）帝国 国 制 に 対 す る批 判 を含 ん で い る。精

　神的人 格主体た る 自然人 が そ の 肉体 を分割 され 、

　 そ れ が他 の 人格 の
一

部 に な る こ どが ない よ うに 、

　国家 ま た国土を単なる物件とみ なす上 位 の 私 法秩

　序が 存在する こ とは 許 され な い 。「主 権 は不 可 分 に

　 し て
一

体 で あ る 」 と した ル ソ
ーの 徒た る こ とを カ

　 ン トは こ こ で 表 明 して い る が、こ の ル ソ
ー

の 発想

　 そ の もの が ホ ッ ブ ズ に 由来す る こ と は い うま で も

　 な い
。

9）Kant，　VI，317．『理 論 と実践』に お い て も同様 に、

　 「公 共 体 や 国 土 を何 の 制 限 も な し に 自分 の 好 き な

　 よ うに利 用 で き る よ うに 支 配 す る権限が 自分 に 与

　 え ら れ て い る な ど と み な さ ない と き、そ う し た 体

　制 を愛国 的 とい う」 とも述 べ て い る （VIII，　S．291）。

10）Kant，　VIII，　S．367．

11） こ の 指 摘 は 通 常 ほ とん ど顧 み られ る こ とが な い

　 が、今 日に お い て もきわ め て 示唆 に 冨む。リベ ラ

　 リズ ム や リバ タ リア ニ ズ ム の 想 定 す る個 人 像 を 「負

　荷なき 自我 」 とみ な し、責任 あ る共 同 体構成員 に

　 具 体 的 な 「自我 」 とア イ デ ン テ ィ テ ィ を 付与す る

　 共 同体 の 価値 を 再 認 識 させ た の は コ ミ ュ ニ タ リ ア

　 ニ ズ ム で あ る 。 抽象 的 個人主 義 の 卸 元 の よ うに み

　な され て い る カ ン トも、よ り具体的 な次元 の 議論

　で は 「抽象的個 人 」 性を徹底 させ て は い な い
。 カ

　 ン トの 世界公 民 法を、世 界政府 の 実現 と理 解す る

　 の は、カ ン ト自身 の 記 述 に も、そ の 内 在 的 論理 の

　理 解の 上 で も支 持 す る余地 が な い 。

12） こ の 文 脈で の Volk は 、国 民 と も民 族 と も訳 し え

　よ う。公 共 体 の 枠 を形成す る 要 件 と し て 、カ ン ト

　 は 自然が VOIkerを分離させ るた め に言 語 や 宗 教 の

　 相 違 を 用 い て い る、と 述 べ て お り、日 本 語 で い う

　国民 と民 族の
一

致 し た nation 　 state の 存在を公 共 体

　の 自明 の 前提 と して い るか らで あ る。

13） ケ
ー

ガ ン 自身 、こ う し た 誤 解 を し て い る （ケー

　 ガ ン 、前 掲 書、七 八 頁）。

14） カー
ル

・
シ ュ ミ ッ トは 、民主制 の 要 件 と して の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 x　　　1
　 平 等 の 概念 は 、万 人 の 無差別 性 を意 味 せ ず 、特 定
　 x　　　x　　　h
　 の 人民（Volk）へ 帰属 する こ との み に依 拠 す る と理

　解 して い る。国民 「内部 （innen ）ユ に の み 向 け られ、

　無 限 定に 広 が る こ との な い 「平等 」 が 民主制 を成

　立 させ る （Carl　Schmitし Verfassungslehre，8．　Aufiage ，

　 1993，S．227）。こ の 認 識 は Volk を そ の 担 い 手 とす

　 る カ ン トの 公 共体観念 と軌を
一

に す る もの で あ る。

15）Kan ちVIII，　S．350£

16） 一九 一〇 年 発 効 の ハ
ーグ 陸戦 法 規第 四 三 条 は 次

　 の 如 くに規 定す る 。
「国 ノ権カ カ 事実上 占領者 ノ 手
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木原 ： ホ ッ ブ ズ対 カ ン ト？ 国 際関 係に お ける 力 と 法の 関係 に つ い て

　二 移 リタル 上 ハ 、占領者 ハ 、絶対的ノ 支障ナ キ 限、

　占領地 ノ 現行法律 ヲ 尊重 シ テ、成 ル ヘ ク公 共 ノ 秩

　序及 生 活 ヲ回 復確保 ス ル 為施 シ 得 ヘ キー
切 ノ 手段

　ヲ 尽 ク ス ヘ シ 」 （
一九一

二 年条約 四 号 に お け る訳

　文 ）。
こ れ は従 来 の 戦 時 国 際慣習 法 の 規定 を明 文 化

　 した もの だ が 、永 遠平和条項の 確認 に もなっ て い

　 る。

17）ケ
ー

ガ ン 、前掲書、二 七 頁 、
一

二 九 頁 。

18＞さ らに もう
一

っ の 重要な点 と し て 、戦後 の ア メ

　リカ は 、自由貿易体制 を 国 際的 に確立 させ る こ と

　で 、日 本 を 戦争に 駆 り立 て た 経済的 条件 を完 全 に

　除 去 して い る。

19）ケ
ーガ ン 、前掲書、四 四頁。
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