
「 で あ る 」 こ と と 「 す る 」 こ と 要 約
組 番 氏 名

「 権 利 の 上 ① と い う 制 度 は 、 す る こ と に よ っ て で あ る と い う

に 眠 る 者 」 ロ ジ ッ ク で あ る 。

③ も 、 と す る こ と に よ っ て で あ り 得 る 。

近 代 社 会 に ④ も 同 じ で あ る 。

お け る 制 度 ⑤ は 、 制 度 の 現 実 の 働 き を す る こ と に よ っ て

の 考 え 方 生 き た も の に な る 。 つ ま り に よ っ て で あ り 得 る 。

や よ り 、 を 重 視 す る 。

⑦ こ う い う 二 つ の 図 式 に よ っ て 、 の 進 展 や 、 と

の ギ ャ ッ プ を 測 定 す る 基 準 を 得 る 。 ま た 、 な 面 と な

面 が 共 存 す る 現 代 日 本 の 問 題 を 反 省 す る 手 が か り に な る 。

徳 川 時 代 を ⑧ 徳 川 時 代 は 、 や や で も 、

例 に と る と か と い う こ と が 価 値 判 断 の 重 要 な 基 準 に な り 、 大 名 や 武 士 で あ

る と い う に よ っ て 支 配 す る 。

⑨ 人 々 の や も 、 相 手 が か に よ っ て 決

ま る 。 そ こ に は 「 」 と い う の が 基 本 的 な モ ラ ル で あ り 、

こ と が 必 要 で あ る 。 が 人 間 関 係 の 中 心 に な る 。

「 で あ る 」 ⑩ こ の よ う な 社 会 で 、 相 手 が 何 者 で あ る か が 、 に 識 別 さ れ る こ と

社 会 と 「 で が 第 一 要 件 に な る 。 し か し 、 相 互 に 何 者 か が 判 明 し て い れ ば 、 の

あ る 」 道 徳 道 徳 に 従 え ば 話 し 合 い は 軌 道 に 乗 る 。

⑪ 言 い 換 え る な ら ば 、 あ か の 他 人 の 間 の モ ラ ル は 発 達 す る 必 要 が な い 。 そ れ

は 、 上 下 関 係 を 重 ん じ る な 道 徳 の 、 社 会 で あ る 。

「 す る 」 組 ⑫ し か し 、 あ か の 他 人 と 関 係 を 取 り 結 ぶ 必 要 が 増 大 し て く る と 、 い ろ い ろ の

織 の 社 会 的 作 用 の 間 に を 生 む と 同 時 に 、 各 分 野 の 組 織 や 制 度 の 内 部 が し て

台 頭 い く 。 す る と 、 人 間 関 係 が か ら に 変 わ る 。

業 績 本 位 と ⑬ が 高 ま り が 発 達 す る と 、 人 間 関 係 か

い う 意 味 ら 、 関 係 が 増 加 す る 。 リ ー ダ ー の 偉

さ も 、 こ と で な く 、 が 基 準 に な る 。

⑭ 本 来 な ら の 側 面 の だ け で あ る は ず が 、 日 本 で は そ う な

っ て い な い の は 、 が に な っ て い る か ら で あ る 。

⑮ 「 す る 」 こ と へ の 移 行 は 、 領 域 に テ ン ポ で 進 行 す

る の で も な く 、 に 人 々 の 考 え 方 や 価 値 意 識 を 変 え て い く も の で も
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な い 。

政 治 の 世 界 ⑯ 「 す る 」 原 理 を 適 用 す る と 、 指 導 者 は 人 民 と 社 会 に 不 断 に サ ー ビ ス を

で は す る こ と 、 人 民 は 指 導 者 を し 業 績 を す る こ と が 、 政

治 の 民 主 化 の 基 準 に な る 。

⑰ 徳 川 時 代 の イ デ オ ロ ギ ー で は 、 か か と い う

単 純 な 基 準 で あ っ た 。

⑱ し か し 、 役 割 関 係 が 進 展 す る と 、 か か と い う 基 準

が 必 要 に な る 。 と こ ろ が 、 「 で あ る 」 原 理 の だ け の 判 断 は 、 制 度

の 現 実 的 な 働 き を し な い 。 つ ま り 、 「 で あ る 」 こ と は 「 」

を 重 視 し 、 「 す る 」 こ と は や を 重 視 す る 。 建 て 前 だ け の 判 断 は 、

的 な 社 会 を 的 な 状 態 と し て 想 定 し 、 化 す る 。

⑲ 日 本 で は 、 「 」 が 氾 濫 し て い る 。

⑳ 民 主 主 義 は 「 」 で あ り 、 そ の 攪 乱 は 「 」

で あ る 。

日 本 で は 制 度 は が あ っ て 生 活 の 中 に と い う 実 感 を

持 っ て い る 。 さ ら に が 拍 車 を か け る 。

制 度 の 建 て 前 の 論 理 は 、 に よ っ て 、 や を し な い 。

日 本 の 急 激 近 代 日 本 の 混 乱 は 、 一 方 で 「 す る 」 価 値 が し な が ら 、 他 方 で 「 で あ

な 「 近 代 る 」 価 値 が 、 「 す る 」 原 理 を 建 て 前 と す る 組 織 を 化

化 」 し た こ と に あ る 。

伝 統 的 な 「 」 が 崩 壊 し な が ら 、 自 発 的 な と 自 主 的 な

の 発 達 が 妨 げ ら れ 、 や の 社 会 的 基 礎 が

未 熟 で あ る と 、 近 代 的 組 織 や 制 度 は 閉 鎖 的 な 「 」 を 形 成 し 、 「 」

の 意 識 と 「 」 の 道 徳 が 強 く な る 。 し か し 、 「 」 で は あ

か の 他 人 と の 接 触 が 必 要 で あ る 。 日 本 人 は 、 に 応 じ て 振 る 舞 い 方

を 使 い 分 け な け れ ば な ら な く な る 。

「 す る 」 価 こ の 矛 盾 も 、 戦 前 は 「 」 へ の 「 帰 一 」 し て 取 り 繕 っ て き た 。

値 と 「 で あ し か し 、 戦 後 は 「 」 的 諸 相 が 蔓 延 す る と 、 問 題 が 噴 出 す る 。

る 」 価 値 と 厄 介 な の は 、 「 す る 」 こ と は 、 そ れ に よ る が 必 要 な 所 で は

の 倒 錯 の に 、 そ の が 反 省 さ れ る 所 で は し て い る 点 で あ る 。

そ れ は 大 都 市 の に お い て 甚 だ し い 。 や

は 意 味 が あ る が 、 や や の 在 り 方 で は 過 剰 に 進 展 し て

い る 。
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「 で あ る 」 こ と と 「 す る 」 こ と 要 約
組 番 氏 名

「 権 利 の 上 ① 時 効 と い う 制 度 は 、 請 求 す る こ と に よ っ て 債 権 者 で あ る と い う

に 眠 る 者 」 ロ ジ ッ ク で あ る 。

③ 自 由 も 、 自 由 に な ろ う と す る こ と に よ っ て 自 由 で あ り 得 る 。

近 代 社 会 に ④ 自 由 人 も 同 じ で あ る 。

お け る 制 度 ⑤ 民 主 主 義 は 、 制 度 の 現 実 の 働 き を 監 視 し 批 判 す る こ と に よ っ て

の 考 え 方 生 き た も の に な る 。 つ ま り 民 主 化 に よ っ て 民 主 主 義 で あ り 得 る 。

定 義 や 結 論 よ り 、 プ ロ セ ス を 重 視 す る 。

⑦ こ う い う 二 つ の 図 式 に よ っ て 、 民 主 化 の 進 展 や 、 制 度 と 思 考 習 慣

の ギ ャ ッ プ を 測 定 す る 基 準 を 得 る 。 ま た 、 非 近 代 的 な 面 と 過 近 代 的 な

面 が 共 存 す る 現 代 日 本 の 問 題 を 反 省 す る 手 が か り に な る 。

徳 川 時 代 を ⑧ 徳 川 時 代 は 、 権 力 関 係 や モ ラ ル や 一 般 的 な 物 の 考 え 方 で も 、

例 に と る と 何 で あ る か と い う こ と が 価 値 判 断 の 重 要 な 基 準 に な り 、 大 名 や 武 士 で あ

る と い う 属 性 に よ っ て 支 配 す る 。

⑨ 人 々 の 振 る 舞 い 方 や 交 わ り 方 も 、 相 手 が 何 で あ る か に よ っ て 決

ま る 。 そ こ に は 「 ら し く 」 と い う の が 基 本 的 な モ ラ ル で あ り 、 分 に 安

ん じ る こ と が 必 要 で あ る 。 既 定 の 間 柄 が 人 間 関 係 の 中 心 に な る 。

「 で あ る 」 ⑩ こ の よ う な 社 会 で 、 相 手 が 何 者 で あ る か が 、 外 部 的 に 識 別 さ れ る こ と

社 会 と 「 で が 第 一 要 件 に な る 。 し か し 、 相 互 に 何 者 か が 判 明 し て い れ ば 、 ら し く の

あ る 」 道 徳 道 徳 に 従 え ば 話 し 合 い は 軌 道 に 乗 る 。

⑪ 言 い 換 え る な ら ば 、 あ か の 他 人 の 間 の モ ラ ル は 発 達 す る 必 要 が な い 。 そ れ

は 、 上 下 関 係 を 重 ん じ る 儒 教 的 な 道 徳 の 、 で あ る 社 会 で あ る 。

「 す る 」 組 ⑫ し か し 、 あ か の 他 人 と 関 係 を 取 り 結 ぶ 必 要 が 増 大 し て く る と 、 い ろ い ろ の

織 の 社 会 的 作 用 の 間 に 分 業 を 生 む と 同 時 に 、 各 分 野 の 組 織 や 制 度 の 内 部 が 分 化 し て

台 頭 い く 。 す る と 、 人 間 関 係 が ま る ご と 関 係 か ら 役 割 関 係 に 変 わ る 。

業 績 本 位 と ⑬ 生 産 力 が 高 ま り 交 通 が 発 達 す る と 、 素 性 に 基 づ く 人 間 関 係 か

い う 意 味 ら 、 何 か を す る 目 的 で 取 り 結 ぶ 関 係 が 増 加 す る 。 リ ー ダ ー の 偉

さ も 、 上 役 で あ る こ と で な く 、 業 績 が 基 準 に な る 。

⑭ 本 来 な ら 仕 事 の 側 面 の 上 下 関 係 だ け で あ る は ず が 、 日 本 で は そ う な

っ て い な い の は 、 職 能 関 係 が 身 分 的 に な っ て い る か ら で あ る 。

⑮ 「 す る 」 こ と へ の 移 行 は 、 す べ て の 領 域 に 同 じ テ ン ポ で 進 行 す

る の で も な く 、 自 動 的 に 人 々 の 考 え 方 や 価 値 意 識 を 変 え て い く も の で も
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な い 。

政 治 の 世 界 ⑯ 「 す る 」 原 理 を 適 用 す る と 、 指 導 者 は 人 民 と 社 会 に 不 断 に サ ー ビ ス を 提

で は 供 す る こ と 、 人 民 は 指 導 者 を 監 視 し 業 績 を テ ス ト す る こ と が 、 政

治 の 民 主 化 の 基 準 に な る 。

⑰ 徳 川 時 代 の 勧 善 懲 悪 イ デ オ ロ ギ ー で は 、 よ い 人 か 悪 い 人 か と い う

単 純 な 基 準 で あ っ た 。

⑱ し か し 、 役 割 関 係 が 進 展 す る と 、 よ い 行 動 か 悪 い 行 動 か と い う 基 準

が 必 要 に な る 。 と こ ろ が 、 「 で あ る 」 原 理 の 建 て 前 だ け の 判 断 は 、 制 度

の 現 実 的 な 働 き を テ ス ト し な い 。 つ ま り 、 「 で あ る 」 こ と は 「 状 態 」

を 重 視 し 、 「 す る 」 こ と は 運 動 や 過 程 を 重 視 す る 。 建 て 前 だ け の 判 断 は 、

理 想 的 な 社 会 を 模 範 的 な 状 態 と し て 想 定 し 、 神 聖 化 す る 。

⑲ 日 本 で は 、 「 状 態 」 的 思 考 が 氾 濫 し て い る 。

⑳ 民 主 主 義 は 既 存 の 「 状 態 」 で あ り 、 そ の 攪 乱 は 「 反 民 主 主 義 」

で あ る 。

日 本 で は 制 度 は 建 て 前 が あ っ て 生 活 の 中 に 降 り て く る と い う 実 感 を

持 っ て い る 。 さ ら に 官 僚 的 思 考 様 式 が 拍 車 を か け る 。

制 度 の 建 て 前 の 論 理 は 、 還 元 論 法 に よ っ て 、 測 定 や 検 証 を し な い 。

日 本 の 急 激 近 代 日 本 の 混 乱 は 、 一 方 で 「 す る 」 価 値 が 浸 透 し な が ら 、 他 方 で 「 で あ

な 「 近 代 る 」 価 値 が 根 を 張 り 、 「 す る 」 原 理 を 建 て 前 と す る 組 織 を セ メ ン ト 化

化 」 し た こ と に あ る 。

伝 統 的 な 「 身 分 」 が 崩 壊 し な が ら 、 自 発 的 な 集 団 形 成 と 自 主 的 な コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 発 達 が 妨 げ ら れ 、 会 議 や 討 論 の 社 会 的 基 礎 が

未 熟 で あ る と 、 近 代 的 組 織 や 制 度 は 閉 鎖 的 な 「 村 」 を 形 成 し 、 「 う ち 」

の 意 識 と 「 う ち ら し く 」 の 道 徳 が 強 く な る 。 し か し 、 「 そ と 」 で は あ

か の 他 人 と の 接 触 が 必 要 で あ る 。 日 本 人 は 、 場 所 柄 に 応 じ て 振 る 舞 い 方

を 使 い 分 け な け れ ば な ら な く な る 。

「 す る 」 価 こ の 矛 盾 も 、 戦 前 は 「 臣 民 の 道 」 へ の 「 帰 一 」 し て 取 り 繕 っ て き た 。

値 と 「 で あ し か し 、 戦 後 は 「 大 衆 社 会 」 的 諸 相 が 蔓 延 す る と 、 問 題 が 噴 出 す る 。

る 」 価 値 と 厄 介 な の は 、 「 す る 」 こ と は 、 そ れ に よ る 検 証 が 必 要 な 所 で は 欠 け て

の 倒 錯 い る の に 、 そ の 侵 入 が 反 省 さ れ る 所 で は 進 展 し て い る 点 で あ る 。

そ れ は 大 都 市 の 消 費 文 化 に お い て 甚 だ し い 。 住 居 の 変 化 や ホ テ

ル 化 は 意 味 が あ る が 、 休 日 や 閑 暇 や 学 芸 の 在 り 方 で は 過 剰 に 進 展 し て

い る 。
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