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【注意】 

・机の上に置けるものは、受験票とシャープペンシル、鉛筆、鉛筆削り、消し

ゴム、通信機能が搭載されていない時計のみです。 

・試験監督の指示があるまで、問題用紙を開かないでください。 

・解答は、すべて解答用紙に記入してください。 

・試験終了後は、解答用紙のみ提出してください。 

 



次の文章を読んで、以下の問いに答えなさい。 

 

……西欧社会のなかのパブリック観念と日本の公観念とを比較してみよう。 

公という語の意味に、元々、人民という意味が含まれていたかどうかは、その後の公という用語

の使い方に大きく影響を与える。公という語に人民という意味を含んでいたヨーロッパ諸言語にお

いては、公は「民の公」を意味したのに対して、古語の公が「大きな家」に住まう支配者を意味して

いた日本語では、近代になっても公は「権力者の公」「官の公」のままであった。そのため日本で

は最初から、「人民」や「民」は公の世界の埒外に置かれていたのである。 

このことをパブリックの意味から確認しておこう。西欧の「言語史上の基本的事実として、英語、

フランス語での『公の』に当たる〈public〉という言葉の語源としてのラテン語の形容詞〈publicus〉が、

古代ローマにおいて、〈populus〉（人民）という名詞をもとに……すでに共和制以前のごく古い時期

に形成され、『人民全体に属する』『人民全体に関わる』の意味をもっていたことを指摘しておきた

い。つまり、たとえば江戸時代の『公儀』とか、戦時中わが国でさかんに使われた『滅私奉公』など

の場合とは異なり、（１）ここでは『官』の側の『公』ではなく、『民』の側の『公』が問題になっているの

である。そしてこの伝統は、中世を経て近世ヨーロッパ諸国の『公』の語に、はっきりと受けつがれ

ていた」。成瀬治はこう述べ、ブリックレのドイツ史研究を援用しながら、「15 世紀には、市民の社

会でも農民の社会でも『公共の福利』の理念は著しく高い位置価を獲得するにいたる。都市や農

村から領邦議会に派遣される代表者たちは、その携える陳情を、時とともにますます『公共の福

利』によって正当化するようになった」と書いている。同様に憲法学者の寺尾美子も、「アメリカ合

衆国憲法の前文は、“We the public”（われわれ人民は）ではじまるが、英語の“the public”は……

『ある政治体の正当性の源泉である人民』や、『公共性を担った人々一般』を意味する語として用

いられる。……政府が the public な存在であるのは、人民（ザ・パブィック）にその代理人であるこ

とを授権されたからであり、政府自身に the public であることの淵源があるわけではないのである」

と述べている。 

さらに西欧近代において、「公論の担い手である読書する公衆、議論する公衆が、支配者に対し、

理性と普遍性に裏付けられた一般的抽象的な法による支配を求めるようになる事態をもたらした。

そして遂に、公論こそが、法制定の唯一の源泉たりうる、あるいはたるべき」という政治哲学を成

立させた。このことは、ハバーマスも指摘するところである。 

このように西欧社会における公共性は、近代の社会構造に密接に関連している。ウェーバーの



近代官僚制論を前提とすれば、近代社会は合法的支配の上に成立している。つまり近代社会に

は普遍的な（それゆえ抽象的な）規則・法が支配する「均質的な法空間」が成立している。そこで

は、最高権力者を含めて万人は法の前で平等である。したがって公共性も、この普遍的かつ均質

的な社会空間のなかで「普遍的な原理」として存在していたのである。（２）その結果、公共性は国

家の権力との対抗性を獲得しえたのである。 

 

出典：田中重好、『地域から生まれる公共性 公共性と共同性の交点』、ミネルヴァ書房、2010 年、

138〜139 ページ。一部改変。 

 

 

問１ 文中の「（1）ここでは『官』の側の『公』ではなく、『民』の側の『公』が問題になっているのである」

とはどういう意味か？ 90 字以内で説明しなさい。 

 

 

問２ 筆者が意図する「（２）その結果、公共性は国家の権力との対抗性を獲得しえたのである。」の

意味は何か？ 130 字以内で説明しなさい。 

 

 

問３ この筆者に拠れば、上の文章で論じられた西欧社会における公共性のみならず、近年では、

日本における公共性の意味も従来までのものから大きく変わろうとしている。そして、1980 年代後

半から、地域社会の課題に対応するために行政と地域住民が役割を共に担うという「参加と協働」

の様相が現れてきている。 

この「参加と協働」という様相について、あなたはどのように考えますか？ 賛成または反対の意

思をまず明らかにし、具体例を挙げながらその理由を 600 字以内で述べてください。 


