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ハーバード講義の反響の理由

• １．ハーバード・ブランド

• ２．対話型講義の魅力、道徳的ジレンマ

• ３．日本の大衆文化の中での鮮烈さ：テレビの
オアシス、知の目覚め

• ４．政治哲学の新鮮さ：講義の不在

• ５．世界と日本の政治経済状況の中での意義：
市場原理主義（ﾈｵ・リベリズム）の限界

• ６．文化的要因：儒教的発想

• ７．既存の左右対立を超える新しい議論



対話型講義：現代に甦る対話術

• 対話の多様性：対話の哲学

• ソクラテス的対話術：問答法

• 小規模のゼミ、オックスブリッジのチュートリ
アル、ロースクール：大規模でハーバード方式

• 実例、思考させる。

• 哲学の原点：哲学との出会い。ギリシャ的な叡
智の探究。

• コミュニケーション。

• 思考の訓練、発言の訓練



• サンデル：公共哲学の起点の1つ

• 公共哲学とは何か：①広く人々が共有し、行動
や政策の指針になる考え方、②何らかの公共性
の実現を望ましいとする思想

• 友愛公共哲学（・友愛コミュニタリアニズム）

• 政権の公共哲学：鳩山政権 友愛＋新しい公共
→それ以後の政権では変質、消滅

公共哲学



日本の公共哲学プロジェクト

• 学際性・実践性、対話性

• 公／公共／私：3元論

• 民の公共 対 公≒官≒国家：東欧革命や阪神
淡路大地震以後、

• 活私開公（金泰昌）・活個（己）開公

• 新しい公共：自発的な公共的貢献⇔古い公共

• 空間的展開：グローカル公共哲学

• 時間的展開：将来世代、過去世代

• 理想主義的現実主義



公共哲学の展開

• 政権交代：公共的公 公共に基づく公の再建

• 近代主義的市民社会論との相違：「市民＝都会
、工業」という連想→公共的市民（public 
citizen)＝公共民、農民や漁民でも公共民。

• 精神性・霊性（スピリチュアリティ）：公共的
理性・感性・霊性

• 企業の公共的責任：公共善経済←市民社会論で
は、「企業を市民社会に入れるかどうか、その
関係をどう考えるか（企業＝私的？）」が問題



「新しい公共」（Wikipedia）

• 鳩山由紀夫首相は2010年（平成22年）1月29日

の施政方針演説において「新しい公共」という
言葉を取り上げ、国家戦略の柱とした。2月10日

には仙谷由人を、初代の内閣府特命担当大臣（
「新しい公共」担当）とした。

• 「新しい公共」円卓会議は、6月4日の鳩山由紀
夫内閣総辞職までに8回開催された。…2010年9
月29日には提唱者の鳩山由紀夫が会長に就任す

る「新しい公共調査会」を発足すると発表され
た。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A9%E5%B1%B1%E7%94%B1%E7%B4%80%E5%A4%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E7%89%B9%E5%91%BD%E6%8B%85%E5%BD%93%E5%A4%A7%E8%87%A3%EF%BC%88%E3%80%8C%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%80%8D%E6%8B%85%E5%BD%93%EF%BC%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E7%89%B9%E5%91%BD%E6%8B%85%E5%BD%93%E5%A4%A7%E8%87%A3%EF%BC%88%E3%80%8C%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%80%8D%E6%8B%85%E5%BD%93%EF%BC%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A9%E5%B1%B1%E7%94%B1%E7%B4%80%E5%A4%AB%E5%86%85%E9%96%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A9%E5%B1%B1%E7%94%B1%E7%B4%80%E5%A4%AB%E5%86%85%E9%96%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8829%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8829%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8829%E6%97%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8829%E6%97%A5


「新しい公共」宣言（平成22年）

• 人々の支え合いと活気のある社会。それをつく
ることに向けたさまざまな当事者の自発的な協
働の場が「新しい公共」である。

• 「新しい公共」が作り出す社会は「支え合いと
活気がある社会」である。すべての人に居場所
と出番があり、みなが人に役立つ歓びを大切に
する社会であるとともに、その中から、さまざ
まな新しいサービス市場が興り、活発な経済活
動が展開され、その果実が社会に適正に戻って
くる事で、人々の生活が潤うという、よい循環
の中で発展する社会である。



具体的な方策（平成22年）

• 制度整備：寄付税制、NPO法人が市場で活動し
やすくする。NPOバンクなど。

• NPOなどへの基金の設置などソーシャルキャイ
タル育成

• 社会的活動を担う人材育成

• 国・自治体などと市民セクター等との関係の再
編成

• その他：地域市場、コミュニティづくり、市場
を通じた「新しい公共」の促進

• 企業の公共性



現状：逆風から新展開へ

• 菅内閣、そして野田内閣（官僚制依存）となっ
て、担当大臣はいるにしても、事実上、開店休
業状態ではないか？

• 内閣の公共哲学の変化により、「新しい公共」
の流れは事実上、中断したのではないか？

• 友愛に続き、「公共」も、理念として放棄・消
滅？

• 新しい段階を目指す必要性。



思想的整理の必要性

• 方向性は正しいが、思想的には様々な要素があ
り、整理する必要性。

• 古い公共／新しい公共：公共哲学プロジェクト
でいう「公／公共」

• 近代主義的市民社会論との相違：農業や地域コ
ミュニティが射程に入っている。

• 企業の公共性にふれている。

• 支え合い、出番というような表現で、精神性や
「善き生」にふれている。



課題

• ＮＰＯ重視という以上の理念の明確化

• 公共世界の再構築は、本来、国家の全体にわた
る構造改革である：政治・官僚制改革、経済改
革・教育改革などとの関連。（だから、政権の
公共哲学が変化すれば、公共が放棄されるのは
必然）

• new public managementなどとの相違を明確

にする必要：ネオ・リベラリズム（リバタリア
ニズム）的な変革による、福祉などの公共的政
策の切り捨てが「新しい公共」と誤解されてい
る。



続

• 近代主義的市民社会論を超える必要性：どのよ
うにしてコミュニティを再建するのか？

• 人材育成の理念や方法を明確にする必要。

• 教育：教育基本法における「公共の精神」＝自
己統治の精神という解釈・運用を明確にする。

• こういった課題を乗り越えるためには、公共哲
学や政治哲学に遡って考える必要性。



共同性と公共性

• ともに「共」

• 相違：共同 小さな単位で同質性

• 公共 異質性、多様性、開放性、より広
く



内容：正義とは？

• 正義：福利型（結果としての幸福）、自由型
（義務としての自由）→美徳型（目的としての
美徳、善）

• 功利主義批判：帰結主義

• 義務論批判：①リバタリアニズム（市場原理主
義、自由原理主義） 自己所有権

• ②リベラリズム ロールズ、無知のヴェール、
他者への無関心、合理的選択、正義の２原理
（基本的自由・格差原理）、福祉国家



• 福利＝幸福（最大化）型正義論：帰結主義：結
果としての幸福

• １．古典的：ベンサム 最大多数の最大幸福

喜び（快楽）ー苦しみ（苦痛）

量的計算

２．修正功利主義：

Ｊ・Ｓ・ミル 喜びに質的差違、高級／低級

１．福利型正義論：功利主義



• 正義：個人の自由ーー義務・権利論ーー主意主
義 →功利主義批判

• ①リバタリアニズム（市場原理主義、自由原理
主義） 自己所有権、自己決定、自己責任

• ②リベラリズム ロールズ、無知のヴェール、
他者への無関心、合理的選択、正義の２原理（
基本的自由・格差原理）、福祉国家

２．自由型正義論：義務・権利論



正義と善：ロールズの魔術を解く

• 義務論：善なき正義（正義の善に対する優先
性）

• 善の多様性→正義

• 道徳的主体：負荷なき自己→負荷ありし自己：
文脈、状況

• 所有、分配：「共通資産」→対価、名誉

• 契約論：合意→発見

• コミュニティ：構成的意味

• 善ありし正義：善と正義の相関性



３．美徳型正義論：目的論

• コミュニタリアニズム

• 善（倫理性、精神性）と共（共通性）：共通善

• アリストテレス的：目的論、美徳

• テイラー、マッキンタイア、ウォルツァー

• エツィオーニ：コミュニタリアン・ネットワー
ク 権利と責任



二つの美徳型正義論

• アリストテレス：目的論的

• プラトン：超越的理念 超越的世界（イデア）
→アイデア 理想主義

• 目的論的・超越的コミュニタリアニズム



• 自己統治、公民的美徳

• 政治・経済：独立

• 共和主義→リベラリズム→共和主義の再生

• 主権分散的・多元的共和主義

• コミュニタリアニズム的共和主義：ギリシャ的

• 友愛共和主義

共和主義の復興へ



地域活動への公共的貢献

• コミュニティの重要性に気付く。

• そこで、自分も何かの公共的貢献をしたいと思
いますか？ 思いませんか？

• 思うなら、どのような貢献をしたいですか？



ジレンマとその克服

• その地域活動について、どのようなジレンマや
問題が現れてきますか？

• その問題を克服する方法はありますか？



３つの論点

• 地域の産業振興・復興

• 地域の担い手：女性、若者

• 地域コミュニティの再生



コミュナルな公共主義



例：女性の地域活動をめぐるジレ
ンマ
• 福祉ＮＰＯに加わって地域のボランティア活動
をしようとしたものの、

• 夫が反対する。

• 子供を塾に行かせるために、パートタイムに出
る必要が生じる。

• 自分自身の仕事で忙しくて、そのようなことは
できない。

• あなたはどうしますか？



克服例

• 地域活動により、生き甲斐を感じ、美徳を身に
つける。

• 友人・知人の増加。地域生活の充実。

• パートやフルタイムの仕事をしないことにより
、家庭がよくなる→家庭円満：夫、子どもとの
コミュニケーションの回復。

• 公共的貢献のできる仕事を発見する。→金銭的
意味。



地域の産業振興・復興

• 農産物直売所・はたけんぼ

• JUON（樹恩）ネットワーク



農産物直売所を核とした元気な地域づくり

地消地産開発チーム



JUON NETWORK設立経緯①

廃校を再活用した
セミナーハウス

コープビレッジ神泉（埼玉）
（現在：ビレッジ神泉）

Starforest利賀（富山）

鳥越文庫（新潟）



地域の担い手：女性、若者

• 早稲田環境ステーション

• 若者サポートステーション、若者自立塾



学生組織による独自の調査
・学生8,000名へのアンケート調査
・早稲田大学内のごみの組成調査

早稲田環境ラウンドテーブル

学生

大学
大学
生協

自治体

商店会

・客観的事実に基づいた議論
・しがらみのない学生による問題提起

・現状認識共有
・課題特定
・ネットワーク構築

リサイクル弁当容器の導入
・学生、生協、企業の協働
・早稲田大学キャンパスで
リサイクル弁当容器の導入

「My弁当箱キャンペーン」実施
・学生、お弁当屋さんの協働

・お弁当屋さんへ弁当箱を持っていくと
その弁当箱に詰めてもらえる仕組み

事例紹介：地域の問題解決のハブとなる若者 市民キャビネット環境部会
（特活）エコ・リーグ

福島宏希



地域におる若者の自立支援
＜若者サポートステーション＞＜若者自立塾＞

清掃・物流現場での就労受け入れの歴史から、
厚労省サポステ事業・全国110ヶ所、１２ヶ所を労協が受託。
日本各地での職業訓練の実施



地域コミュニティの再生

• たまり場カフェ

• 芝の家



たまり場カフェは、共助社会を目指します

• 世代を超えて誰でも参加
できる

• 情報が得られる

• 情報が発信できる

• 仲間作りができる



港区／慶應義塾大学の連携によるコミュニティ形成の拠点

芝の家とは？

・誰でも、いつきてもいいしいつ帰ってもよい、いたいようにいられる「居場
所」
・近隣の子どもからお年寄りまで集まる、コミュニティ活動の拠点
・大学生から70代まで、学生や近隣住民（約30名）が協働して運営

普段は？

・週６日間オープン
・月・火・木曜日は、コミュニティ喫茶「月火木」
・水・金・土曜日は、子どものオープンスペース（遊び場）

・来場者者層はさまざま
・小学生やそのお母さんお父さん
・乳幼児と親（託児はしていないので同伴利用）
・中学生、高校生
・近隣の大人、お年寄り
・近隣で働く会社員
・大学生、留学生
・地域外の関心を持つ人、見学、研修、取材など



3･11後の思想的転換

• リーマン・ショック→リバタリアニズムの退潮

• 震災後の現地などでのコミュニティにおける助
け合い、モラル→世界に感銘。考え方の変化。

• 原発事敀→功利主義の限界が露呈。「経済的効
率・発展 対 生命・安全」

• コミュニタリアニズムへの注目：地球的コミュ
ニティへの萌芽

• 阪神淡路大震災の後と同様に、NPOなど公共的

活動の重要性→さらにコミュニタリアニズム的
な公共主義に。



コミュニティ

• 家族、地域コミュニティ、国家、トランスナ
ショナルなコミュニティ：複層的・多元的

• ただし、特定の共同体の多数派主義ではない。

• 特定の共同体を超えた、共通善の探求

• 原理と実例（判断）との往復運動（弁証法）

• 自由・個人とコミュニティ・全体双方を重視

• 権利と責任



ダイナミック・コミュニタリアニ
ズム
• 封建的・前近代的共同体批判→戦後思想：個人
の尊重

• コミュナリズム：形を持った共同体に限らず、
コミュナルな側面を重視。

• コミュニティの時代的変化・動的側面

• 規模の変化：グローカル・コミュニタリアニズ
ム

• コミュニティの形態変化：農村→都市、インタ
ーネット・コミュニティ



コミュニティをめぐる二項対立

• 近代主義的市民社会論：近代化＝産業化＝都市
化＝市民（社会）

• 共同体の解体、個人の析出

• ゲマインシャフト／ゲゼルシャフト（テンニー
ス）

• 農村／都市

• 共同体／社会

• 共同体／自発的結社（アソシエーション）

• ＮＰＯ・ＮＧＯ



新しいコミュニティ（共和体）

• 自由の獲得の反面、限界も浮上。原子化＝無縁
社会（弧族）。家族やコミュニティの解体。

• 都市：ＮＰＯ・ＮＧＯ→農村や家族は？

• コミュニタリアニズム：家族・農村も含め、コ
ミュニティの再建

• コミュナルな絆・精神性の重要性：善き生

• たとえば、協同組合：愛の実践（賀川豊彦）



コミュナル・リパブリカニズム

• コミュナル・アソシエーション（共同的結社）
：対理法的コミュニティ 自由と共同性の統合

• 和：「君子は和して同ぜず」（『論語』）→共
同体＝共和体

• 美徳倫理→精神的・倫理的教育

• 公共的美徳（civic virtue)→公共的教育＝自治教
育

• 自己統治:公共体における自己統治

• 公共体（≒国家）の全面的再編成



新公共（共和）主義：公共世界論

• 近代主義的市民社会論の再構成。

• 結社：ＮＰＯなどだけではなく、農村・漁村も
含め、共和体を重視。家族・地域コミュニティ
の再生も含める。

• 経済：これも入れて、さらに、「企業＝私的」
という議論を超えて、企業なども公共性の担い
手と位置づける→「公共善経済＝友愛経済」

• 精神：この基礎に、友愛公共をはじめ、精神的
・倫理的美徳が必要。「善き生」



新対理法的公共主義

• 公共的参加・貢献の必要性に目覚める。

• 目的の認識：志

• ジレンマ・問題点の認識：認識自体が重要。解
決できる問題点とジレンマ

• 目的に遡って考える：アリストテレス的目的論

• ある時には、あきらめたり、活動を限定する。
：中庸の美徳

• 他方で、両立させて成功させる方法もありうる
ので模索：対理法的統合（止揚）＝プラトン的
理念（アイデア）


