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1 . アーミッシの村，

2 . 第 2 回歷史的共同体会議

3 . ュュ一 . ハーモニィ?9 訪 C以上69巻7 号〕

4 . シ ;^イカ一の村〔本号〕

の行事がその歴史にちなんで行われている。また住 

民のいな、博物館的な史跡として復元されたものも 

あり， その例としては，ペンスィルヴ:イニア州 

Ambridge の Old Economy, Ephrata の Eph.rata 
C lo is t e r ,ケンタッキィ州のプレザント. ヒルとサ.
ウス，ユニオンのシェイカー村 , マサチューセジツ .
の H a n co ckシェイカー村，オハイオ州 Kirtland 
とイリノイ州N a u v o oのモルモン史跡，マサチュ 

一セッツ州 Harvard の Fruitl^ind Museum など 

がある。ニュー . ク 州 O r te id aとアイオア州 

A m an aには共同体主義者もしくはその子孫が住ん 

でおり, メイン州Sabbathday L ak eとニュー . ノ、 

ソプシャ一州C a n ter b u ryには昔の頑丈な建物に 

今も少数のシェイヵーが住んで昔ながらの信仰生活 

を実践している。H u tter ite sについても同じで，北 

ダコタ州，南ダコタ州.，ゥォシントン州. Montana 
およびカナダのMonit.oba, Saskatchewan, Alberta 
において1874年以来彼らの共同体生活が統いている。 

また学校が共同体の施設を買い取り使っている例も 

あり，ニュー，ョ-~ ク州New Lebanon :のシ;^イ 

ヵー建築を買ったD a r r o w 学校，ヵリフォv- ニア 

州 Point Loma の初期 Theosophical Society  
(仏教とバラモン教にもとづく饥神論的輪廻説を説く 0 体 

で1875年創設—— 白弁注） の 土 地 に あ る Nazarene 
Point Loma C o lle g eなどである.み 

1974年に， T e m p le大学の人類学. 社会学部は 

John A, H ostetlei•の指導{とよってCenter for the 
Study of Communal Societiesを創立 ，Communai 
Studies N e w s le t te rを発行し始めた<> また社会学 

者 Ruth Shonle C avanは共同体に関する学者たち 

を北イリノイ大学に集め，翌年もこの会議が開力、れ 

て‘その成果は b ih n ia i io m l Review of M odern

帰国後送られてきた照史的共同体の保#と研究に関 

するピッツァ教授の論文は，アメリ力の共同体の現状 

を傭潔に描いているので，そのあらましを紹介してお

"ァメリカに広く散在する摩史的共同体は，建第 ♦
技術 . 文化，学問などにぉぃてアメリカ史に重要な 

貢献をしたために•，その意義が認められ再建維持さ 

れている.のもある力' : ,多くは失われてしまっ iた。

Brook F a r m はボズトン市の拡大に屈し,フリユ 

主義のプァランクスはごく僅かしか残っていない。

ユ . 一 .' ヨーク州’W est Seneca め Inspirationist 
の E b e n e z e r村は建築のため消■滅し,.インディア 

ナ州のW est U n io n シエイ力一村は単なる農地に

変わり，ニユー，ハーモニィのハーモニスト教会は

ドアと後冗おけが残っている。イリノイ州Nauvoo 
の大モルモン寺院は放火と雷で焼失し，その後にそ 

こでイカリア派が栄えたことを示すものも何もな 

い。カリフォ 一二プ州の V isa liaに近い Kaweah 
Cooperative Commonwealth は Sequoia 国立公園 

がつくられたためになくなり，同州のSanta Rosa 
it•おける .Thomas Lake Harris の spiritualist の 

Fountain G r o v eは全く消失した。

しかし最近数年間に復旧，公開されたものもあり，

イリノイ州北西部のBishop H i l l ,ミズ一P州 北 部  

のB e t h e l , • ユ一 • ハー-モユィ,オハイオ州のZoar,
ペンス.ィルヴ;t イニア州.の .B e th le h e m と Har- 
m o n yは，現在町としても炒能し，祭や会議その他
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r三旧学会雑誌J 70巻 3 号 （1977年6 月）

S o c io lo g yの共同体特盤号となった。また1974年私 

■ は14のjS史的共同体を訪問し，その関係者が相互の 

情報を望みつつも得ていないのを見出したのである◊ 
そこで私は数人の人たちと準備を整え，同年11月二 

ュー♦ハU モニィで80人を集めて会を開いた。どれ， 

には14の麼史的共同体から参加者があった。

I975年のシェイカータウンの会譲では, ニュー . 
ハ - •モニィの会譲，北イリノイ大学の会議，テンプ 

ル大学モンタ^ の人たちが；̂め て 合流し，全国歷史 

的共同体協会をつくった。この協会は，アメリカの 

\ 伝統的共同体の資料保存とその文イヒ，工芸研究を  

意図している0 インディアナ州立大学の共同体研究 

センターは , Temple U niversity Center for the 
Study of Communal Societies, Cleveland の 

W estern Reserve Historical Society•のシエイカー 

，コレクシ3 ン ,サ ン . フランシスコのCalifornia
Historical Society Library にある Paul Kagan 
が始めた Utopian Studies Collection, イリノ イ州 

Springfield の Sangamon State U niversity にお 

ける Environments and People Program of 
Edward Hawes, National Trust For Historic 
Preservation, American Association for State 
and Local H isto ryとの協力を唱えている。センタ 

一は多数の歴史的共同休の過去現在に及ぶ資料を策 

めることを目ざしてい

X X X

ニュー，ノ、一モニィの復與* 盤備事業は，すでに述 

ぺたようにかなり有名になったので，新聞や雑誌にお 

いてもしぱしぱ紹介されている。その状況を，その後 

送られてきた Star M agazine, June 2 9 ,1975. Wall 
Street Jburnal, Dec. 3 0 ,1 9 7 5 . MD, Medical 
Newsmagazine, V o l .20, No. 5, May 1976などをも 

とにたどってみよう。

ュュー • ハーモュィに対する投資は莫大なもので， 

インディアナポリスのLilly Endowment, I n c .は 580

方ドル，インディアナ州政府は481万 5 千ドルなど， 

総額実に2100万ドルに及ぶ。これは村の人口 971人で 

割ろと， 1 人当り実に22070 ドル（約600万円） という 

膨大なものだ。新建設の主なものを拳げると， リリィ 

基金の金150万ドルによってヴォバジシ川岸にvisitor  
c e n te rおよびAtheneum (アスィユアム，文化会館）を 

建てる。この中には，博物館，工芸館，画廊，講堂， 

集会室および1000席の円形劇場が含まれる。また州の 

資金370万 Kルを投じて付近tぐ3200ユイ力の州立公圓 

がっくられ，キャンプ場などがその中にできる。別に 

1 0 0万ドルを投じてハイウェイが整備される。他にヶ 

ネス . デイル，オウェン夫人の寄付によって病院も新 

しくっくられる。

ユュ一 ， ハーモュィにはすでに報蓋教会に35万 ドル, 
ユュ一，ハーモユィ • インに 300万 ドルというように , 
計 850万 ドルに及ぶ資金が投入されてきたが，ここに 

またその2 倍以上の資金を投下することにより， さま 

ざまな変化が生じた。建築関係の一時的な仕事を除い 

ても，町には2 0 0の新しい仕事が生まれて景気が良い 

が，同時に不動産の価格は3 倍に，中心地め地代は15 
倍に急騰，さまざまな面で利害の衝突，地元民と外来

者とのあっれきが生まれ，これではニュー.ハーモュ 

ィではなく ニュー • デ ィスハーモニ:ィだとまで言われ 

ている。現に地方選挙において町が整備計画に資金を 

支出することにM对という候補者が現れたり，期待は 

どの雇用が創出されていないと不満を槐らす人がV、た 

り， 5 〜 7 年後には年間50万人から60万人の観光客が 

あるというシュヴァルツ氏の計画がそのとおり実現し 

そうにないという失望の声が聞こえたり，かってロバ 

ト，オウェンの実験が混乱を生んだまさにそ0 場所で， 

150年後の実驗もV、ろいろ波興を立てているようだ。

しかしこの復興 . 整備計画によって，BTの麼史に光 

があてられ，さもなければ失われたであろう貴重な文 

イ匕財が保存され，埋もれた価値が認識されるようにな 

ったことは確かである。散在しでいた歴史的な建物は 

 _______  もとあった場所に移動，建第の損壊部分は補修，昔り

*'生（1 ) Donald E. Pitzer, "Organizing.Histokc Communes for Preservation and Scholarship," Communal 
Studies Newsletter, Temple University Center For the Study of Communal Societies, V o l.3, No. 2, 
July (1976), 13-16,

. アメリカの共同体娇梵ついては，はかにRobert S. Fogarty, "Communal History in America/* American 
Studies, an International newsletter. V o l.12, No. 2 (W inter 1973), 3 -21 .(同氏の同内容の論文ほ 

VoL 10, No, 4 (June 1973), 578-590,) The International Review of Modefn Sociology, 1976 (Special Issue : 
Communes: Historical and Conterfiporary) など多くの文力♦、あるが，日本では南博rお期ユ…トピア思,想J (,'H
想の科学研究会篇♦都 人 瞪 修 rアメリプ思想史j 第2 逸, 日評論社，1950年）などのWいものしかなく, 非#に 
遅れズいるようだ。 ' , ,
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色彩が復元されて，歴史を賜ぶのに便利になった。ま 

た施設の整備によって，かつてオウュン後のュュ 一 • 
ハーモュィがそうであっすこように, 村全伴が一*つの文 

化センタ* -となり，大学生の演劇や音楽会がオペラ• 
ハウスで'催され , 美術工芸品がつくられ,教育重視の 

オウエン的伝統を守って，各種の成人教講座，諧演 

会，陶芸教室，工芸教室，考古学教室が開かれるよう 

にな'ったのである。.なお，•オペラ' . ハウスに隣接し-て 

劇場附属の建物が, アーミッシの一^®によって建設さ 

れたことを，前稿との関連でつけ加えておこう。

前回に触れたヘレン* ユリオタト'さんの新箸は，約 

150ペイジの.『追億J! (Heleft E lliott, hi Retrospect, 
1 9 7 6 )と題した私家版となって現れ，東京へ送られて 

きた。服史家である彼女は，ごれを単なる家族史であ 

って一*族の若い世代をしてその家系に與味を感じさせ 

れぱその目的は達せられると謙邁しているが， 丁度 

150年前, オウエンの時から始まる彼女の家系史は，

ユユー♦ ハ广モヒィの旧家め "ル*^ツ" として, この 

村の愿史に新しい光を:投げかけている6 
彼女の唐租父の父James £ llio lt  (1780-1844)は，イ 

ングランドのS u rrey州に生まれ，1818'年渡米してイ 

ンディアナのInglefield近 < で土地を得たが，.すウ.エ 

ンの村の話を聞いて1825年これに参加した。おそらく 

オウエンが資産家だという辱に動かされたのだろうと 

言われる。その長男つまり彼女の曾祖父John Elliott 
(1810-1864) は, 父のあとを迫って渡米し1826年父に 

めぐり会った。これは丁度オウエンとマクリューアが 

対立して分裂レた時期で，エリオット家はユュ一，ハ 

一モニィの東にある"Feiba Peveli"という名の第三の 

共同体に厲したのである。一家は農業を斤い，I828年 

この共同体の解体の際，オウユンの子供たちから90ユ 

イ力の土地を購入した。この士地は，今日までエリオ 

ット家が所有している。

アメリカにおける共同体（続）

祖父 John Bennett.ElUot.t,(1836- 1904)は，インディ. 
アナ大学に学び，またリチャド*オウ化ン大佐の影響 

で軍学校に入った。その妹lyliriam Elliott(1838-19l4) 
は, ミネルヴプ . クラプの会員であった。 父 Ehner 
Ellsworth E llio tt(1865-1965〉は，，業と不動産事業を 

行い，New Hammony Bank,.後に New Harmony 
National B a n k の頭取，労働者会館の理事長をつと 

めた村の名土である0
被女はこの5 代にわたる家系をたどり，また母方の 

W ilson家 ，ニ'ふ一，ハーモニィでの生活，オハイオ州

の O xford女子大学における学生時代，高校教師時代, 
イソディアナ大学における,研究などを語りつつ，ュュ 

一 • ハーモュィの生活を迪億する。オウエン家との関 

係，.南北戦争や農業革命の影響, オペラ，ハウスの思い 

出, 村の復與など，村の歴史を知るための貴重な手が 

かりが沢山あり，ニュ一，ハー.モュィ関係の史料には 

ここにまた重要な一"冊が加わったと言うぺきであろう。

4 . . シ ;C■イ カ "の 村  

〔ケンクッキィ図S館〕
1975年n 月12 日，Chvサsboroを経てBowling Green 

.泊。オウェンズボロウ地名は .オウュソに開係があ 

るのかもしれないが，誰に聞いても明らかでなく，， 

散文的な工場とたぱこ市場の町である。ポクリング ‘ 
グリーンの方は大学町で，’南北戦争中砲台となった小 

高い丘に，’州 立 W esten; K en tu ck y大学がある◊広 

いキャンバスの中央部にある名所の，一'̂つ̂ゼ、Kentucky 
Building - e , I 9 3 9 年創立，ダン.クッキィ史の図言館， 

博物館 • 美術館である。折り悪しく雪となった翌朝， 

滑らぬように車を徐行させて丘を上り，堂々たる3.階 

瘦ての内部の賣重書室The Robertson Reading 
R oomを訪れると，すでにニール女史の配慮でイムレ 

ィ関係の文献が机上でわれわれを待ち受けていた。

こにある'主 な も の は ，『北米西部地誌』の初版， 2 版，

'ま（2.〉 Imlay, George. A Topographical Description of the Western Territory of North America: containing 
a succinct account of its  soil, climate, natural history, population, agriculture, manners, and customs. 
W ith an ample descript ion てof the several divisions into which that country is partitioned , to which 
are added. The IXscovery, Settlement, and Present State of Kentucky. And An Essay towards the 
Topography, and Natural History of that iinpoftant Countfi，By John Filson. To which is added, I. 
The Adventures of Col. Daniel Boon, one of the first settlers, comprehending every important 
occurrence in the political history , of that province, II. The minutes of the Piankashaw Council, 
held at Post St. Vincent's, A p r il15.1784. III. An account of the Indian nations inhabiting within  
the lim its of the thirteen United States ； their manners and custom s; and reflections on their ongm. 
The second editioHi with considerable addition, London5 J. Debrett, 1793.しの2 版は.名か少し恋ゥてか 

0 , 他の論ネが加えられている◊イムレイの名前が变ゥた理由は明らかでない。3 版では再びGUbert Imlay。
, 一r-rrr 119 ( 5 7 3 ) —— ，’
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ヨーク版 (1 7 9 3 ^ ) ,そ け ’.ている。これはこの地のインディアンと測量間題に- ^ —
プィルスンの rケンクッキィの発の附録となったJ .

見 ‘ 入植，現状』，などの^̂ か̂, ，D escription of Ken
tucky in North Am erica: to which afe prefixed  
M iscellaneous Observations, y 咐  ecting tM
U nited  States, 1 7 9 2 ,があり， この中'にはイムレイ’
の編集者宛手紙，ヶソタッキィの歷史.地理について 

の宇紙などがある。ま た W interbotham, William.
H istorical, Geographical, Commercial and Philo- 
sophical View of the U： S. A , 1.796, V o l . 3 . にも.
手紙の技粋があり，，.H an , Jam es. Romance .'ひ/ ‘
W estern H istory, 1857. ^  Toulmiri, Harry. Z>ト 

scription of Kentucky in NoHh 'Anwrica,' 1792. な 

どには『北米西部地誌j の部が収愈されでいるのセ，

イムレイの書はロンドンで発行をされながら直ちにア 

メリ力において注目されたと言いうるであろう。

この図書館での"充見，，のU つ は McMurtry, R.
Gerald. A  Series o f M onographs concerning the 
Lincobts and H ardin County ̂  Kentucky. Elizabeth, 
town, Kentucky { The Enterprise Press, 1938. と 

いう書物で，これに "Gilbert Im lay in Hardin 
County"という，短い章がある。それによれば，イムレ 

イは独立戦後西部へ移り， 1784年 頃に L o u isv illeに .
住み, 測量師としてGeorge M ayに雇われたとのこと 

である0 ..そして近年Samuel H aycraft, J u n io rの私 

文書の中から1ァ85年 7 月2Q日付，"V^oolfolk H e lm 宛. 
cbイムレイの手紙が見つかったとして,。その'全文を掲

注（3 ) ダフリ y 版は小型本で書名もDescriptiott of the Western Territory of North America; …と Topo-
ソグ# がが抜けただけで他は初版と同じである。D ublin: Williarii Jones, 1973. ’

( 4 ) これも小型本で，書名はth at country is p ar tio n ed ,がtjig't； country is  divided.に変っただけで他け初版と同 

Co New  York: Sam uel Campbell, 1793.
( 5 )  Filson, John. The Discovery, Settlement, and Present State of Kentucky: and an Essay towards the 

Topography and Natural History of that important Country. N ew  Y o rk : Sam uel Campbell, 1793. この 

書には，『北米西部地誌』の2 版に加えられたもの'のは力、 IV. A  report of th e Secretary of S tate, to the  
President of the United S ta tes  ； of the quan tity and situ ation  of th e lands, not claimed by the  
Indians nor granted to, nor claimed by any c itizen s w ith in  th e territory of the United S tates. V. 
T houghts on em igration ; to w h ich  are addeid m iscellaneous observations relating to th e United

；, States.  And a short account of the sta te  of K e n tu c k y .が含まれている。この書はf北米西部地誌』のアメリ 

： ，力版と同じ出版記から出され，’ その年のうちに両者-の合本がロン.ドンから出たことになる。
( 6 ) シ:nイカ一の文献としては, 次のようなものがある行年順)。

Evans, Frederick W . Slutkers: Compendium of the Origin, Histofy, Principles, Rules and Regulations, 
Gdvefntneni and DoctYines of the United Society of Belicvcvs in Christ's Second Appeafing. New  
V ork:1859. Rpt., 1975.

Ndrdhdff, C. The Communistic Societies of the United States. 1875.
R6binsoh, Charles E, A Concise HUtdry of the United Society of Believers Called Shakers, East 

Canterbury, N ew  Ham pshire :1893, Rpt., 1975.
W hite, Aanna and Taylor, Leila S. Shakerism. Its Meaning and Message, Columbus, Ohio, 1804. R pt‘》 

1972. '
MacLean, John P‘ A Bibliogyaphy bf Shaker Literatuf^, with an intYoductofy study of the ivritings and

, 一 120.(ぶ?̂ィ〉

関するもので，少なぐともとの地における彼の活動の 

一'端を実証するものであろう。この論文の筆者はデネ 

シ-•のリン力一 ン記念大学の人だが，こうした地方史 

の論文は，やはり地元の図書館に行かなければ目にす 

ることは難し.い。

との図書館の資料で目立つものの^ つは，サカス ‘ 
ユン才ン . ジ :n イカ一村に関するもので， 1811-1916 
年に及ぶさまざまな時期の日記, 記録文唐，会計帳， 

乎紙，讚ま歌集などを含そうだが，残念ながらそれ 

らにまで目を通す時間はなかつた。g 近くなるとニー 

ル女史が現れ， 5 日ぶりの再会を喜ぶわれわれを食堂 

に招き，ヶソタッギィ館の館長Riley H a n d y氏およ 

び H arrison教授と共に会食の機会を設けてくれた。 

食後直ちにユール女史の車で出発。雪は雨に変り，滑 

りやすい遺を御老体の運転でぱ\^、ささか危險に思えた 

力’S 20分はどで無事:にサウス，'ユニオン，シ-イ力一 

村に着くことができた。

■ , -

〔シェイカーの歴史:T
シェイカー（正しくはキリスト再臨信者統一協会The 

United S o c ie ty  of B elievers in C h rist’s . Second A p -  
pearin& また至福千年期教会 The M illennial Church 
とも言い，指導者たちは，真理を伝える人という意味のA1ヶ 

th ia n sと呼ばれるととを好んだ）は，クェイカー（キリス, 
ト友会S ociety  of Friends) ’ から派生したもので， 

Shaking Quaker とも言; れる。

德 ル 嫩 縱 線 駕 紛 紛 敏 嫩 後 博 雄 そ 湖 侈 賊 ヵ t勉mめ 激 ，後政̂ 播 概絡 被 ;雄ぁ缴をポ僻與めぎ细滅す;^，ぉ翁脚;



アメリカにおける共同体

' ク; イカ*-は "内なるキ ！）スト，’ "内なる光" の信 

仰によって特異な集ぽを形成し，聖職者否定，i c 会批 

判，非暴力主義，反戦，多数決批判，平和主義，奴錄 

解放，女性解放, 教育の普及，藍獄改善, 死刑廃i b  
精神病院改言などさまざまな先駆的社会運動を行って 

きた。その教組George Fox (1624-91)も一^時アメリ 

力に伝道したが，その弟子W illiam  Penrt. (1644-1718) 
はl e s i年 に チ ャ ル ズニ世から今のぺシスィルヴエイ . 
ニア地方の支配権を得， クエイカーの移民を伴って移 

住しフィラデルフィアを建設，これが植民地時代のア 

メリ力最大の都市となり，建国の中心地とな：ったこと

は言うまでもない。ペンズィルヴ: イユアは,宗教め 

i 由を公的に宣言し，迫害K：苦しむさまざまな宗派の 

人たちを受け入れて, 文字®.り自由のオプシスとなっ 

たd 前述のアーミッシたちもその思恵に浴したわけで 

ある6 . ，

またアメリ力の独立に最も大きな直接の思想的影響 

を与えたトマス.* ペインは,クエイカー教徒の子に生 

まれ，その影響の下に個人主義，平和主義，人類愛の 

思想を抱き, ペンスィルヴ-イニアに渡ってジャーナ 

' リストとして華々しく活躍し，奴餘解放》女性解放に 

も先駆的役割を果たしたことを考えれば，アメリ力の

■hubticfiitons peftatning to Ohio believcTs. Privately pr‘，ColumbuSi Ohio，1805. Rpt.，1970. 
Shears, Clara "£,： Gleanings from Old Shaker Joimialsi Boston, 1916. Rpt., 1976.
Andrews, Edward Demmg. The Coftmnlnity Industries of the Shakers. 1932. Rpt., 1972.
Andrews, E. Deming and Andrews, Faith. Shaker Furniture: The Craftsmanship of‘ an American 

Communal Sect. New Haven, Conn.: Yale Univetsity Press, 1937. Dover Publications, 1964. 
Melcher, Marguerite F. The Shaker Adventure. Princeton, New Jersey, 1941.
Tyler, Alice Felt, Freedom's Ferment.. Phases of American Social History from  the colonial period to 

the outbreak o f the Civil War. The University of Minnesota Press, 1944. Rpt., Harper Torch- 
books, 1962.Neal, Julia. By their Fruits. The Stdry of Shakerism in South Union, Kentucky. Chapel H ill,N . C., 
1947. Rpt., 1975.Andrews, E. Deming- The-People Called Shakers： A  Search fo r  the Perfect Society* 0:^lotA, 1953. New
York: Dover Publications, 1963,, . . .Andrews, E. Peming. The Gift to Be Sim ple: Songs, Dances and Rituals’ of the American Shakers,
New york； J. J. Augustin； 1940. New york ; Dover Publications, 1962.

Whitney, Norman J. Experiments in Community: Ephrata, Amish, Doukhobors, Shakers. Bruderhof & 
Monteverde, 1 9 6 6 . ,Desfoche, Henri. The American Shakers; Frohi Neo-Christianity to PresocialUm, tr. and ed. by John K.

. Savacool. Massachusetts ： University of Massachusetts Press, 1971.■
Andxews, Edward D. and Andrews, Faith, Visions of the Heavenly Sphere. A Study in Shaker 

Religious ArL Charlottesville: University Press of Virginia, 1969.'
Shea, John G. The American Shakers and their FtiYniture. Van Nos Reinhold, 1971. •
Faber, Doris. The Perfect Life .* The Shakers in , America. FS&G, 1974,
Pearson, Elmer Ray and Neal, Julia , and Whitehill, Walter W. The Shaker Image. NYGS, 1974. 
Whitworth, John McKelvie. Blueprints : a Sociological Stud〜 of Three Utopian Sects, London ：

Routledge & Kegan Paul, 1975. ' - -
^ndrews, Edward D. and Andrews, Faith, FVuits of the Shdk^y Tvee of Life i Meniohs of Fifty 

Yeat's of Collecting and Research. Berkshire Traveller, 1975. /
( 7 ) "ペインが革命時代のすやれた指導者のひとりとなったのは，彼が革命の原理をよく体I f していたからである。'それで 

は，グラ*̂  • スクールに学んだだけのペインが，どうしてこのような資格を得たのであろう力、◊
' それにはまず, 彼は，父親のクエーカー主義から深い感化をうけたことが考えられる。彼自;^も [父がクユ■••力一教 

徒であったので，わたしは非常に立派な道徳教育とかなり豊富な有盆な知織とをさずかることができたのは，わたしに 
とりて幸運であったoj |(M. Conway； The Life of Thomas Paine, 1909, p. 0 といっている。'彼が，.ク ;力  

一主義から学んだのは，信仰生活における厳格な個人主義, 人類愛の情押，.および平和主義であったことはいうまでも 

ない。そして，これらは，いずれも『.コモン• センス』 のみならずその後の唐作の中に，にじみでているところであ 
る。" 小松春雄訳『コモン. センろ解説》 10レ9ペイジ。 ,
ペインはバ好 " n‘c«>i O /sなにおいてクエイカーたちが独な革命に参'加しないことを非難している（Philip S. 

Foner, ed., The Life and Major Waitings of Thomas Paine. New York *. The Citadel. Press. 1961，pp. SO- 
92.)が, The Age においては，真の理神驗に最も近いのはク- イ力一教だと述べているろ》'ゴ" P‘ 498,597)„
クエイカーに対する子供時代の印象は暗いものだと言っているゆ ば ，P‘ 498)が，軟争反対, 人類愛, 動物愛，地味 
な服装かどはすべてク-イカ一 か'ら得たものやあった。（Audr'ey Williamson, Thomas Paine, fits u fe . Work 
and Times, London： George Allen & Unwin, 1973, p .與,）奴錄制反対，人間の乎等性ゐ主張などクユイカ一の 

彭響は強く，魄年にはクエイカーの墓地に埋葬されることを望んだにもか力、わらず，クチイカ一た.ちは，ぺプンの友 
たちはペインの墓に記念碑を建てたがるだろうが，それは..ク- イ力-^の捉に反するか'ら, といゥて•^んた9 (David 
Freeman Hawke, Paine, New York! Harper & Row* 1974, p. 395.)
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初期の歴史にクュイカーがいかに密接な関連を持って 

いたかが理解されえよう。

シ エ イ 力 は, 17世紀の末に'フランスで生まれた急 

進的なクエイカーの一小派で，迫害によって1706年イ 

ギリスに移り，労働者階級の間で少数の信者を得た。 

1747年 James W ardley と Jane W ardley を指導者とし 

て復活，1ア58年に改宗したマンネシスター生まれの無 

学なAnn Lee Stanley (1736-84)を教祖とした。彼女は 

強い個性の持ち主で，多くの啓示を得，特に幻の中に 

キリストから彼女こそキリストの第二の受肉であるど 

啓示されたという。とこに，地上におけるキリ.ストの王 

国がシイカ一教団の確立と共に始まったことになり， 

彼女は"Mother Ann"とあがめられ，病気を治すなど 

の奇績を行ったと言われるが，奇妙な異端宗教者とし 

て迫害された。そこで新大陸に至福千年期教会を建設 

せよとの啓示を得たとして，家族を含む6 人の男性，

2 人の女性'と共に177さ：年 ア メ リ カ り ，ニュー*ヨ 

ーク市に 2 年とどまったのち，17̂ 76年ニュー，ヨーク 

州のA lb a n yに近い W ^itervlietに住んだ。そ.してそ 

の影響で同州のNew L ebanonにITSO年に最初のシ$  
イカー村ができ，かくてシ:Cイカーは，アメリみにお 

ける共同体の中でも最古ねものの--'0 として，共同体 

の歴史に大きな地位を占めることとなったのである。

独立戦争においては信仰のゆえに兵役を拒杏し，信 

者が投獄されるなど苦難の道をたどりながらも伝道に 

つとめ，1784年アシ，リーが死んだ時には，ニュー， 

ヨーク,マサチュ"■•セッツ, コネチィカットに弟子力； 

おり， James W hitaker, ついでアメ.リカ生まれの 

Joseph Meacham, Lucy W right が指導者となり.， 

信者の数を増した。 ミ一チャムは宗派内の秩序を定め， 

規則をつくり，その教義を法典にまとめている◊特に 

信者が増えたのは，19世期初頭のアメリ力の宗教史上 

"第 2 の大覚 醒 （Second Great Awakening) " み時ぱ 

れる異常な信仰復活，昂揚期で, 1821年から1861年ま 

で活況が続き，1830年頃の最盛期には全国で18の村，

58のファミリ；f があり，信者数5 千人を越えたと言わ 

れる。しカル, I860年代から，南北戦争，戦後姐理の 

あつれき，共同体への関心が薄らいだこと，そして外 

部の産IS化が進んだととのために，教運は衰え，独身 

制のゆえもあって，1874年には 241 5人に半減，1890 
年には:I728人，1910年にはSOO人ぼどに減少してしま

った。1930年にはわずか20人という数字が挙げられてC9)
いる。

〔シェイカ ー の 教義〕

社会思想史上シ:n イカ^ が興味深いのは，それがア 

メリ力社会主義の一源泉であること，アメリカで最も 

早 、共同体の一つであること，例外的に大きくなり， 

かつ永統したこと，そこで共産主義，男女平等，独身 

制 ，人種差別撤廃などが行われたこと，などのためで 

ある。.
男性支配の强いキリスト教においても,クリスチャ 

ン • サイェンスなど女性を教祖とする派がいくつかあ 

るが，シ : イカ-*はその代表例であり，女性教祖のゆ 

え 特 iCな教義を形成した。すなわち神は男女雨性を 

特 つ （b isex u a lity ).というもので，C の両性は、ろい 

ろなものに質:徹される。たとえぱ神の姿似せて創ら . 
れたアダムも，天使も，聖霊も，男女両性を持っている。 

そしてキリス トの魂は章ず？*^ダヤ人の大工の息子イェ 

スに琪れ，ついでイギリス人の毅冶屋め娘プン，リ一に 

現れ , それによってキリスト再臨の約束は果ナ4 された 

という（同じようにパプチィス卜のヨハネの魂はまずヨハネ 

.に，ついでシイカ一のJane W ardleyに•現れたとする）。

こうして魂 (聖霊) と肉体を峻別するから， 彼らはイ 

ュスとアンを愛するが，特に神の子として崇拝はしな 

い。かくて三位一体説は否定され,キリストの肉体が 

復活したという説は，科学にも理性にも聖書にも矛盾 

するとして捨てられる。

彼らの説によれぱ，人類の底史は，ノアまで，イェ 

スまで， リーまで, 現在Q 四段階に分けられ，彼らの 

教団が創立された時に審判が始まったことになり，キ 

リストの王® が到来した。そ こ で 今 は Reルfrection  
O r d e r ,つまケすぺての人が復活する時であり， 死者 

のM と共にある時代である。霊の世界に生き，キリス 

トの道に従うことは普通の生活によっては不可能であ 

って，俗世間がらの隔離, 私有財産の否定，結婚の否 

定が不可欠である。

シ - イカーたちが肉体的な快楽を杏定したのは，教 

.祖リ一が性の快楽を嫌悪したことに.もよるであろう力’、， 

彼らは精神の純化のために苦業を尊び，肉欲に誘惑さ 

れた者には裸にして打つなど厳前を加えた。信者は自 

分の財産をすべて共同体に捧げ, 自分の罪を告白し，

注 （8 )  MorrisJHillauit) History of Socialism in the United States, 1910 (N. Y s DoVer Publications, 1971), p. 29.
( 9 )  F. L. Cross, ed., The Oxford Dictionary of the Christian Church (London: Oxford University Press, 

1957),. p. 1249, .
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アメリ力における共同体（続）

一切の娱楽を違ぎけて，祈りと労働のうちに集0 生活 

を送ったのである。その中では男女の平唐が守られ， 

病弱者も老人も彼らの中では歡迎された。隔離，独身， 

共有，無抵抗平和主義，菲による肉体の病を精神で治 

す，という五つが彼らの基本原理であった。

彼らはもちろん新旧の皇言を尊重するが，これを神 

の直接の言葉から区別する。彼らにとっては，神の言 

集は書物ではなく，キリストの精神，啓示である。彼 

らは聖体样領と洗礼を行わない。

シ :Cイカ一の特徴の一つは，長 、伝統を持つ踊りで 

ある。信者の生活は，集会参加，労働 . 勉強，冥想と 

厳しいものであり，僅かな読書が許される程度で，媒 

楽の類は一切なかった。银会における楽器を用いぬ歌 

と踊りも，宗教儀式として厳患なものだったと思われ 

る。しかしその壁なる踊りは集団で熱狂したものだっ 

たようで, 次のように描写されている0
"床の上や地面の上で，ふるえ， 揺れ動き， けいれ 

んし，手を急に動かし，旋回し，跳び，はね，足を 

踏み鳴らし，片手もしくは両手を伸ぱしながら，ま 

るで定められた道をそれぞれ押しやられているよう 

に走る。ある人は吹え，叫んだ。そしてほかにいく 

つもの動物の声を真似た一 •これらが，苦業の恩恵
CIO)

なのである。"
この踊りは外部の人にとっては奇異であり，嘲笑の 

的となった。特に男女が集団で向かい合い，身体内の 

罪を指の先から振り游とす象徴として腰のあたりに手 

をあげX 手を振る踊りが特徴的で，シ:イカ一という 

名がこ，うした踊りから起こったことは言うまでもないa 
従って当初この語は外部の人がつけたあだ名だが，信 

者たちもこの語を用いるようになった(クユイカ一の 

場合も"主の御言葉に霞える"ことからつけられたあだ名をそ 

の名称とした0)

〔シェイカーの組織〕

シェイカーは，大部分が無学な貧民だったが，牧師, 
法得t家，医飾，学生なども加っていた。彼らは，Nov
itia te (修練中の入会者で，共同体の中に住まず,，集会にの 

み出席する)， Junior (修練中だが村の中に住む)，Senior 
(Church Orderとも呼ばれ，私有財産を持たず，教会に献身 

する）の兰階級にわかれる。虚栄心を脱するためにク 

ユイカ一のように饰素な制服を着，女性は肩掛けと麦

.わらのボンネット，男性は麦わらやプ;£ルトの帽子を 

着用し，共同休参加者は，30人から 100人位の男女が 

一つの大きな建物の中で共同生活を営む。 これを"家 

族" f a m i l y と呼ぶのだが，通常の家族と異なり,男 

(b ro th er s)と女（sisters) は全く接しない。建物は多 

< は左右対照で,出入口もたいてい同じものが左右に 

ニつあり，右側に男性，左側に女性が住んで,廊下を

つ陽てるのみで完全に独身生活を守った。男女は， 

握手をしたり，力、くれて手滅を書いたり，贈り物を.し 

たりしてはならず，一組になって働いたり散歩したり. 
してはならず， 人だけで異性を訪れることも許され 

ない。彼らは , 共に祈り，共に踊り，共に働き,共に 

食事し，共に休むが，これが共同と分離が統一された 

奇妙な共同生活—— "家族"なのであ？>。それはまた， 

困難な状況の下で性欲を抑制する宗fC的訓練の場でも 

あったろう。

しかも，この男女は平等であった。 つ の "家族，’ 
の中から， 2 人の男性長老 ( e ld e r s )と2 人の女性長 

老 （elderesses)が選ぱれて信者の主に'精神面の指導に 

当たり，また2 人の男性執事 (d e a c o n s )と2.人の女性 

執 事 （deaconesses)が仕事の監督など世俗的な業務を 

行った。ほかに管財人（t r u s te e s )がいて財産の管理 

と外部との交渉を担当した。そしてふつう4 ‘‘家族" 
位が so c ie tyを構成し，これが一つのシイカ一村な 

のだが，そこで長老たちは長老会議（ministry, bish
opric) を構成して，その長 （leading elder, leading 
ch aracter)は，絶対的な権限をもって村を指導，全信 

者の告白を聞き，村の全役員と，自分の後継者を指令 

しうるのである。

村は広い農場を持ち，経済は主に農業によって維持 

された。短期の季節的労働者を除けぱ，作業はすべて 

信者によって行われるのだが，何しろ夏は4 時，冬は 

、5 時起床で9 時半までに就寝，禁酒禁煙，食事は 7 時 

. 12時 . 6 時という規則正しぐ勤勉な生活と共同作業 

のために，その産物は豊かだった。また筒素な生活で 

あるから余剰物資は多く，さらこ農業に改良を加え， 

園芸用種子，薬草，保存果実，野菜などが♦量に商品 

化され，好評であった。また特筆すべきは彼らの手工 

業で，さまざまな職業の人が後って工夫をこらし，建 

築 ，工芸作品 *'機械などに大きな進歩を示した。たと 

えぱ草カj機や印刷機などを改良したぱかりでなく，円

法(10) Mark Holloway, Heavens on Eafth, Utopian Communities in America 1680-1880, 1951 (New York; 
Dover Publications, 1966), p .  75. . ノ

(11) Alice Felt Tyler, Freedom’s Ferment (New York: Harper & Brothers 1962), p. 150.
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のこぎり，ス ク ジ ，一 推進器，バビッ ト合金，.回 転 ま と う も ろ こ し . U ゃが宇 . はうきもろこしなどを0  く 
ぐわ，タ- • ピン水車，脱穀妙，回転夫火などは，ァ メ り ，果資を実らせ，新種の羊 . 牛 • 膝を殖やし，バタ 

リカではシェイカーの発明と言われている。 一やチーズやぶどう酒をつくり，祐績 . 織物 * 製帽 .
製粉 • 製材 . 製紙 . 印刷 . 拷油.家具製作などを行っ 

〔プレザント '‘ ヒル ‘ シキイカー# :)  た。特にびんづめの保存果実' 園芸種子 . 薬草•広巾

ニュー，ヨーク州に生まれたシレイカ一村は各地にほ，うきは, この村の特産で，手広く売られ，シェイ力 

広がり, 1843年には，ニュー*イングランド地方では一のプランドの名を高からしめたのである。

メイン州のGloucester, Alfred, ム一 . ハ シ プ シ 20世紀の初めに村ほ売りに出され，最後のメンバー 

ャ- •州 の Enfield, Canterbury, マサチューセッッ 州 も 1923年に亡くなっだそうで，今は一人のシェイカー 

の H an cock ,で71411だ118111,Shirley, Harvard, ニュ > - もここは住んでいない。しかし Shaker town at Plea- 
，ヨーク州のWatervHet, Mt. Lebanon, Groveland, sant Hill, I n c .という法人がこの村を19世紀初期の 

中西部セはオハイオ州の；North Union, W a t e r v l i e t ,状態に復元し，当時の典型的なシ ;̂ イカ一村の.姿を一 

W hite W ater, Union V i l l a g e ,ケンタッキィ州の般に公開している。

P leasan t H ill, South U n io i iなどに存在した。 村はかなり広い芝生で，ところどころに木が茂り，

宗教的昂揚期ニュー，ヨーク州のシェイヵー村か大小30軒はどの石造りさ〜3 階建ての參しい逢物が点 

ら三人の信者が中西部に来て，オハイオ，インデノァ在して，静かな郊外の村という感じだ。中央部には東 

ナとケンクッキィに村をつくったが,その時にできた西にのびる広い道があり , 道からかなり離れたあたり 

ケンタッキィの村が，プレザント，ヒルとサクス . ュ に は ，池，泉，家畜小屋, : 墓地なども見られる。村の 

ニオンである。第二回歴史的共同体会議の行われたプ中央に位置する大きなT 字型の白い家が，中央住居棟 

レザント . ヒルは, . ISO5年から1910年 に わ た ゥ て シ ェ (Centre Fam ily D w elling H o u s e )である。 世糸初 

イカーたちが住み，’総本山であるM L L ebanonに つぐ期のもので , ‘ シェイ力ニ.の建築まの典型であ.り，. ニ.つ 

シイカ一運動の中心地として繁栄した。信 者 の 寄 付 の 入 口 ，ヒつの階段，各階の中央廊下が,男女を意味 

や買収によって士地を増して'0 いには3000ュイカの士深長に隔てている。彼らの居室は簡素そのもので，家 

地を所有し，最盛時にはSOO人近くり人が生活したと具といえば机 , 戸棚，ストーブ，いくつかの椅子位で 

伝えられる。彼らは約ISOOュイヵの士地を耕し麦 . あり，床の小さな率製の敷物を除け■ぱ，装飾品は一切

注（1 2 ) 現在シェイカー博殺)館は次の地にある。

ケンタジキイ jl'H".".Shakerto\yn at Pleasant H i l l ; Shakertown at South Uねion
メイン州 Shaker M useum, Sabbathday Lake Shaker Community
マサチューセッツ州 Fruitlands Mueum Harvard ； Hancock Shaker Community, Inc.
ニュー. .パンプシャー州.......Canterbury Shaker M useum, East Canterbury
ニュー. ヨーク州.‘.-.，S h ak er M useum, Old Chatham
才ハイ才州....... Shaker H istorical Society M useum, Shaker H eights, Cleveland
そのはか,に，ボウリング，グリーンのK entucky M u s e u m ,ボストンのM useum of F ine A r ts, イギリスの 

B a t h にあるT h e Am erican M u se u m などにもシ; イカ一の部屋などが展示されている。またシ义イカ一のす献 

や手書き文窗類のコレクシg ンがある所は次の通り。 .

デラウェア州.….，Henry F. duPont W interthur M useum Library, W interthur
ゥネシントン…"'国全国書館 ■
.ケンクッキィ州. ..…Filson Club, L o u isv ille ; K entucky Library, Bowling Green ；ケンタ'，，キイ学 

M argaret I. K ing 書館 

メイン州‘…‘‘Sabbathday Lake Shaker Society Library 
, マサチューセッツ州"‘…Am erican Antiqiuirian Society, W orcester; Berkshire Athenaeum , P U tsfie ld ;  
Fruitlands M useum Library, H arvard; M assachusetts H istorical Society, Boston ； W illiam  College 
Library, W illiam stow n

ュュ一. ヨ~ ク 州 N ew  York Public Library, New  York C ity ； N ew  York S tate Library, A lbany ; 
Shaker M useum, Emma B. K ing Library, Old Chatham
オハイオ州" .…Ohio H istorical Society  Library, C olum bus； W esten i R eserve H istorical Society, 

Cleveland
レ一"~ 124(̂ 5 7 5 )



アメリ力におけ•る共同体（練）

ない。しかし簡素なだけに木製品などぼ優れたもので， 

高さを調節しながら壁にかけるろ一そぐ立て，椅子な 

ど宗教的な意味もこめて独特のデザインを示している。 

部屋の周fflの壁には長押のような横木があり，そこに 

衣類，ろ一そく立てから椅子まで掛け，部屋を広く清 

潔に保つのがシ:Cイカ一の部屋の特徵である。 .
建物の後侧には，食堂と台所がある。シイカ一は  

一般に膝肉を食べず，さらに全く肉を食べない人，卵 

やバターなど胳農品まで一切食べない人もいたから， 

食堂のチープルも区別されていたようだ。酒はもちろ 

ん茶やコーヒーも禁止，男女は分れ食事中は一切沈黙， 

しかし野菜や果物を主とした食事は量的には豊かだっ 

たといわれる。 2 階には子供や病人のための部屋もあ 

る。

住居棟の前には，道をへだてて^ •会 棟 （Meeting 
H o u se )がある。大広間を持つこの2 階建が， シェイ 

カーの名を歸かした宗教行まの中心で，信者はここの 

広間にそれぞれ別の入口から入場して儀式を行い，敞 

い, かつ集団舞踊をしたことであろう。 2 階には男女 

4 人の長老の部屋!があり，村の管理棟でもある。 こ 

の勝りのやや小さな建物は長’老 作 業 場 （Ministery’s 
Work S h o p )で，，，シ 3；イカーたちは全員が農業のはか 

に各自が得意とする手仕事•を行ったので，長老すこちも 

特別の仕場を持った。

集会棟に並んでもう一つ大きな建物が， # 務棟 

(Trustees' O ffice)である。そこには男女の.執事，管 

財人たちが住み，村の事務的な管理の仕事を行い，外 

部 ( w o r ld )との交渉を担当した。すなわち訪問者を 

迎え，貧しい人たちに施し，物資の購入や販売を取り 

しきったのである。建物内部のらせん階段が有名で',
また奥には食堂があり，今でもシェイカー料理やケン 

クッキィの料理を賞味できる。

村は五つの"家族" に分かれており， 1 "家族" は50 
〜W 0 人 , それぞれがある程度の自治権を保ち， それ 

ぞれの住居棟，仕事場，納屋，農場，果樹園などを持 

って\/、た。 村の東部には， 東 住 屑 棟 （East Family 
Dwelling H o u se )を中心に， 東隣には女性の仕事場

(East Family Sisters* Shop) があり，こ.こで女性た 

ちは，ま家消費および服売のために，糸を練ぎ，ズ(Tを 

織り，縫物をし，また柳のバスケット，しゅろの集の 

帽子，細のスカーフつくりなどの手仕事をした。今も 

その実演が行われている。反対側西隣にはダI性の仕事 

場 (East Fam ily Brethren’s S h o p )があり， ?̂3他は， 

はうきの柄製作，独子の拙包，集草 *種す，保存果実

などのラペルとカタロダの印刷を行った。その背後に 

は桶造り場（Cooper’s Shop) 'があり， ここでも，..衫 

の手桶，バケツなどの！̂作実演が行われでいる居住 

棟の後ろには，大きな洗濯場 （East Family Wash 
H o u se )があり，彼らの共同生活の規模をしのばせる0

東 1̂£居棟と中央住居棟の間に，道路から離れて靴つ 

く.り場（Shoemaker’s S h o p ) ,があり，ここでは年間 

500足の靴がつくられた。またその隣りは水屋（Water, 
H o u se)で，中に大きなタンクが入っており.， 離れた 

所にある弁戸から馬力ポシプで水を汲み上げ，ここに 

導いて水槽から配送,これはおそらくケンタツキィで 

最初の水道施設だというから，，往時の技術は相当なも 

のだったのだろう0 近くに'は村の郵使集配所（Post 
O ffic e ),遠く離れた所にはなめし皮作業所（Tanyard 
Brick S h o p )まである。この作業所では，馬具，靴な 

どの皮がなめされた。

村の正面を入った所には，大工作業所（Carpentet’s 
S h o p )がある。これも3 階建でかなり大きく，1843年 

までは锻冶と馬道つくりの作業場にあてをれ,‘ 187り年 

には建て直されてほうきづくりが行われた。今は見学 

者のための Information, and Orientation Cen.ter 
となっている。

道をへだててその先にあるのが，1809年に建てられ 

た村で一番古い建築で，執事作業場（Farm Deacon’s 
S h op )である。始めは長老団と"家族"の住居であ力 

たが, 後に旅行者の宿舎に変った。その西側一帯にも 

数軒の家が集まり，鹿史的共同体会議の会場と宿舎 

にあてられた所だが,-われわれが泊ったのが西住居棟 

.(West Family Dwelling H o u se )で ,，主に老人用だ 

ったとのことである0 住居棟のそぱには，仕事場や医

施設に使われた0W Stone Shop, [織物のみならず 

とうもろこしの皮のふとんや敷物をつくったり薬草を 

製 品 化 し た 女 性 の 仕 事 場 （West Family Sisters* 
S h d p ) ,有名なシ;n イカ一の"砂糖漠果樊" をI859年 

には 4 4 4 2びんも女性たちが製造したという保存食 

品 製 造 所 （Reがi.ve S h o p ) ,彼女たちが幾傅ものり 

んごを乾嫌させた乾燥所(Drying H o u se ),水屋(Wash 
H o u s e ) ,便 所 （P r iv y )などがある。 その他離れた場 

所に, 農作業場，学校，季節的な日傭労務者の宿泊所 

などに用いられたこともある長老作業所（Ministry*s 
Old Yellow Frame S h o p ) ,羊 ‘ 乳 牛 鶴 . あひる . か 

ちょう.馬などの家ま小屋（Farm Aiiimals Exhibit)
がある。 . . . . ' .
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〔サウス，ユこオン，シェイ力一村〕

プレザント.ヒルが広い村全体の構成をよく残して 

いるのに対し，サウス♦ユ ユオンは，建物内部の家具， 

機具 , 調度品などをよく集めているようだ。ボウリシ 

ク ，クリ ' - ンから西へ約24キロ，’畑の中を雨道を走る 

と， 一部 4 階建てcp堂々たる建築が現れる。 これが 

1807—1922年にわたって一世紀以上続いたサウス.ユ 

ニオンのシ - イカ一村だが，見学者は少 \̂ 、とみえて5 
〜10月しか公開されていない （9, 10月は週末のみ）。し 

かしこの村で仕事をしシ^ イカ一学者として知られた 

ニール女史の力で，われわれは建物の中に招じ入れら 

れ，内部をつぶさに見ることができた。

この村には，.できて1 月後には2<5名が改宗して参 

カロ，1827年には349人が住み，6000ユイカ以上の豊か 

な農地と40以上の建物を所有するに至った。彼らは， 

勤勉; 正直，工夫の才をもって近牌に知られ，輪作を 

始めたり，新種の家畜を育てたり，種子の販売を行っ 

たりして，最も進んだ農業者であった。また手工業に 

も優れ，製粉，製 材 ，ゥィスキィ蒸溜，はうき製造 . 
織物を行い，女性たちは特に綿製品，保存果実，ぶど 

う酒づくりで有名であった。彼らの発明 ‘ 工夫には， 

りんごの皮むき機，回15天火，円形のこぎり，洗濯機， 

一頭馬車などがある。

サクス.ユニオンは中西部では最後まで残っナこシェ 

イ力一村だが，I922年ついに解散,その財産をすべて 

売却するに至った。しかし，近年家具などの鬼集がな 

され，1971年には州の補助もあってもとのシェイカー 

の土地3 . 5 ユイヵと2 建築物が買収されて，博物館と 

してシェイ力' - の生活を示している。 中央住居棟  

(Central Fam ily H o u s e )には各階^ 広い廊下，そし 

ていくつもの部屋があり，恼素で機能的なシ:イカ一 

の家具が並べてある。絵画などはなく， くつちぎを与 

えるものといえばロッキング . チェア位で’ 机 ，椅子 

• 時計なども装飾的要素を取りはらっているが，神の 

心を喜ばせるべく苦'5 の跡が現れて美事なデザインで 

あり，弓Iき出しが沢山ついた物入れなどは，日本のた

んすの趣きがあった6 正® 中央の両‘側にある4 階に至 

る左右の階段，広い娘会室などの偉容は，往年の繁栄, 
宗教的熱倩を個、ぱせる。

われわれの厘史的共同体めぐりはここで一応終り， 

この日はテネシーに出てナッシヴィル泊, Vanderbild 
大学の図書館を調ぺ，The H e r m ita g eというジャ夕 

スン大統領の邸を見てがらタort Loudounで T V A に 

よる発電所を見学，さらにK n oxvilleへ出てテネシー 

大学を訪問するなど, 急速に20世紀に戻った。そして 

現実のあまりにも世俗的なアメリ力の社会に接する時， 

シ0•-イカーの共同体はアメリ力の麼史にとって一体何 

だったの力、， と改めて考えさせられ’る。

アメリカ共同休史の研究に先鞭をつけた John 
Humphrey N o y e sは"明らかにシユイカ一たちは成功

( 13〉
せる共同体のリストにおいて最高のものだ，’ という。

かに彼らは，その拡がりにおいて，その継統期間の 

長さにおいて，またその当時の影響力においても，抜 

群のものだと言えそうだ。しかし，’今はまだ少数の信
ひ<0

徒は別の所では活躍していろにせよ，すで，に遺跡か博 

物館の類になってしまったシ:Cイカ一の村を見ると，

彼らの宗教的熱情と繁栄は春の夜の夢のごとく，莊重 

堅固な建物と静寂な周囲の光景はかえゥて--種の空し 

さをわれわれfc感じさせる。

Mark H olloway によれば，

"シ :n イカ一の卖験は，ユートウピア社会の麼史 

に否定的および積極的の二様の貢献をした。すなわ 

ち個人的自由の制限，権威的統治，性衝動の不自然 

な抑圧は，共同体を ISOキこも続かせるための大きな 

犧牲であったろう。しかし共同体の理想に対すを彼 

らの糧極的な貢献も重要である。共同体の中で，こ 

れほど独自の優れた工芸•民芸品ををみだしたもの 

は，はかにあまりない。巧女の絶対的な平等の主張 

は，本命的でをった。人種や皮膚の色を間題にしな 

かったことも，雜命的であった—— 彼らは,，その時 

代r は，村の中にユダヤ人と黑人を含む唯一の例だ 

ったのである。彼らは, 当時の奴截制，戦争，社会

注ひ3) J‘ H. Noyes, Strange Cults and Utopias of 19th-Centufy America (N ew  Y o rk : Dover Publications, 
1936) p. 1 3 9 .この書は/ / /s ね？-;V of American Socialism. P h ilad elp h ia: J. B. L ippincott & Co., 1870,のリ.パ 

プリケイションで，その一部の邦訳r s ‘H ‘ノイ;X：■ス箸アメリカ合浓国に於ける社会主輯の歴史上由千秋訳，『仏 

教大学社会学部論叢J 6 (1 9 7 2 )がある。 -
(14) 現在でも少数のシ;nイカ一がおり，またミシガン州のT h e Guild of Shaker C r a f t sという団体力'〜The World 

of Shaker 季刊新間を発行しでいる。1974坪には，オハイオ州のC levelan dでシエイ力一の彼米後200̂ 1':を記念

するT he Shaker B icentennial National C o n v en tio nが開かれ，シ:t イカ-^とそ■の研究者たちが染まった。C f.' 
The World of Shaker. V o l.IV . Issue IV, W inter 1974. '
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アメリ力における共同休 (統）

の暗黑两に対して，彼らが良き生活の模範と考える 

ものを示すことによって，闘った。"
19世紀におけるシ;a イカ一の影響は，かな 0大きか 

ったと"0•える。彼らの生産物が優良品として各地で売 

られただけでなく，，業改良や工業や技術の進ホに貢 

献したし，アメリカの建築史や美術史をも彩るものが 

あった。またこれほどの改宗者を染めえたということ 

は，宗教的にも大きな影響を持ったことを示す。しか 

し社会思想として® 要なことは，何よりもこれがアメ 

リカ社会主義の起源であり，しかも私有財度を否定し 

た共同体が永続したために，多くの社会主義者に影響 

を与えたことであろう。たとえば,先号で述べたよう

に,ス トラシドにいたオクエンは『シ イ カーの

起源と行動概観』を読み，共同体の生活においては人 

びとは高い道德を持ち容易に豊かになりうることを知 

って，ま分の共産主義を計画した。そして彼らの宗教 

の特異性にもかかわらず，彼らがその典同体を効果的 

に維持しえたがゆえに，共同体に関心を持つ人びとが 

ここを訪れで，そこから多くの霊感を得だのである。

さらに,その中において黒人が解放されたというの 

は小さな例ではあるが，やはり見落すべきではない。 

村にはサーグァントの階級は存在しなかったから,ク

ェイカー的原理にもとづいて被らも平等に待遇された 

と考えられる。そして未来の歴史に対して考えるなら 

ぱ，彼らの®箸な貢献は傲底した男女平等思想とその 

ま践であろう。もちろん'彼らの独身主義は-^般には奨 

行すべくもなく，またiftエの作業においても男女の役 

創分業は存在する（-男性は戸外，女性は室内のft事が多い〉 

のだが，彼らはその特異な神観からして，指導•管理 

の面においては男女同数の指導者を選び，平等観を貫 

いた。多種多数の共同体において，また社会生義国に 

おいて，男女平等はしぱしぱその自明の前提であるが, 
現実には牢固たる男性支配が行われるのが世の常であ 

る。シェイカーの社会はその平等制が実践された稀な 

る例として，また将来の管理組織にねする與い先 

例として，後世から顧られることであろう。

〔後記〕 シェイカーについての新しい書誌にMary 
L. Richmond, Shaker Literature: a Bibliography 
(Hanover, N. H .: The University Press of New 

England, 1977)がある。また重要な原資料と文献を集 

めた Shaker Collection of the Western Reserve 
Historical S o c ie tyは,々イクロフィルムで利用しラ 

る。（Microfilming Corporation of America 製作）

(経済学部教授）

ふ'-'，'…….…

注(15) M. Holloway, Heaven on Earth, p‘ 78.
( 1 6 ) この間題については，土方直もr R .オウ;E■ンの思想形成における国際的契機"一-社会主義識の進展とアメリカの影 

響—— J, 6■歷史研究と国際的契機JI1974年。上田千秋r ロバアト. オウユンの家系及び宗教的（メソジスト的）性格に 

つ い て f社会学部論衝（仏教大学） g 号，1075年，がある。

( 1 7 ) シ;^イカーに対するエンゲルスの言及につ!/、ては，Henri.Desroshe, Les Shakers amiricains: d ’tm neo-Chrl- 
stianisme a un pre-socialisme? 1955, tr. and ed. by J. K. Savacool, University of Massachusetts 
Press \ Amherst, 1971, pp. 293-6.

(1 8 )"シ;t イカ一たちは福音を広めるについては寛大な考えを持っていたので，改宗者は常に飲迎された。新しい信者を得 

るために彼らは何度も若労を重ね，広く外部からも改宗者を求めた。この目的のために，彼らは黒人を購入しズこれを 

解放し, 成員に加えることもあえて辞さなかった。実際，シ- イカ-•たちは，この国の最初の奴錄解放者のうちに数免ら 

れてをた◊，，Daniel Mac-Hir H'uttort, Old Shakertown and the Shakers (Harrodsburg: Harrodsburg 
Herald Press, 1936), p. 61.
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