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（注）この問題は「数学②」で，工学部の問題である。

解答用紙は，数学のマークシート１枚。

（解答用紙の選択欄に「数学②」を必ず記入・マークすること。）

数　　　学　②

　 1 　

47数学

―  538  ―

◎後期試験（2020年3月9日実施）
〔数　　　学〕

数　　　学　②（工学部）



5 6
1

4
1

1

12
2, 3, 4, 5

1

6
A

B A B

6 3 A (−1, 0) B (2, 1) C (1, 3) ABCD D

(
,

)
ABCD

7 {an} an+1 = 2an
√
1− a2n an = sin θ

an+1 = sin
(

θ
)

a1 = sin
π

512
am = 1

m

8 P t (x, y) =
(
(t2 + 4)

3
2 ,

12

5
t
5
2

)
√(

dx

dt

)2

+

(
dy

dt

)2

=
∣∣∣ t2 + t

∣∣∣ t = 0 t = 3

P

分 修正日：2019年12月10日 午後6時00分

Ｓ
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（注）この問題は，「数学①」の問題である。

解答用紙は，数学のマークシート１枚。

（解答用紙の選択欄に「数学①」を必ず記入・マークすること。）
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√
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√
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√
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S = x2 + 5y2 + 9z2 − 4xy − 4yz + 4zx− 2x+ 2y − 12z + 9

S = (x− 2y + z − 1)2 + (y + z − 1)2 + (z − 2)2 + 3

S x = y = z = 2
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（注） この問題は，「英語」の問題である。国際関係学部・人文学部の英

語英米文化学科は，第一志望・第二志望にかかわらず必須科目。

解答用紙は，英語のマークシート１枚。

英　　　　　語

（ 解答番号 1 ～ 40 ）

　 19 　

91英語

〔１〕 次の文章を読み，下の設問に答えよ。

Dinosaurs are tremendously popular with children. One can buy children’s clothing with 

pictures of them, huge numbers of toys showing different species of dinosaur, and books about 

dinosaurs. There are also many films and TV programs about the age when these giant reptiles 

ruled the Earth. So it seems remarkable that before the 1800s, we didn’t even know that 

dinosaurs existed. And for those of us who are no longer children, it is equally remarkable how 

much our understanding of dinosaurs has changed even in the recent past.

The first fossils recognized as belonging to giant prehistoric reptiles were discovered in 

England in the early 1800s. In 1818, the priest William Buckland obtained a jawbone containing 

several large teeth. He realized it was too big to belong to a living animal. He named his extinct 

creature megalosaurus, meaning “great lizard.” Only a few years later, and independently, 

amateur English naturalist Mary Ann Mantell found a large dinosaur tooth. She and her 

husband decided the tooth came from a large, iguana-like creature, and so named it iguanodon, 

meaning “iguana tooth.” In 1842, the English scientist Richard Owen coined the term 

dinosauria, meaning “terrible lizard,” to describe this group of long-dead giant reptiles. The 

word “dinosaur” was born.

These discoveries were just the beginning. In the following two centuries, dinosaur 

fossils came to be found all over the world̶in Europe, Asia, Africa, North America, and, most 

prominently in the present day, in China and South America. The number of known dinosaur 

species multiplied. Even today, scientists discover an average of seven new species every year. 

And with these new discoveries, our understanding of dinosaurs is changing rapidly.

Until the 1980s, very large dinosaurs known as sauropods （such as diplodocus） were 

portrayed as so heavy and awkward that we thought they needed to live in swamps to support 

their weight. However, we now believe that they lived on dry land. Their legs, similar to tree 

trunks, were perfectly able to carry their enormous weight. The image we once had of them as 

peaceful has also changed. Their tails, which were once thought to be dragged along the 

ground, could be swung like a very fast whip. These animals could severely injure or even kill 

potential predators.
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The way that dinosaurs stood and moved in general has also become clearer. We no 

longer believe that they were mostly slow moving giants. Dinosaurs such as stegosaurus and 

triceratops walked more straight-legged and upright like an elephant than like a lizard with 

bent legs. As a result, they could move faster than we had thought. Tyrannosaurus rex walked 

with its tail in the air and its body horizontal, also making it able to run at greater speed. In 

addition, its eyes were front-facing, meaning that it could judge distances and depth much 

better. It was a much more dangerous animal than we had thought.

In general, most dinosaurs were originally shown as hairless and scaly like lizards. 

However, we know now from recent fossil discoveries that many species of dinosaur were 

actually covered in feathers. This suggests that they were more colorful than previously 

imagined, as well as possibly being warm-blooded, like birds and mammals. Accordingly, 

dinosaur eyesight would have been more sensitive to color than we had thought before.

It is the discovery that many species of dinosaur were feathered that has led us to rethink 

our view of the evolution of birds. We often think of archaeopteryx, discovered in 1861, as the 

first bird on the grounds that it had feathers and wings. However, we now understand it to have 

been not only very bird-like, but also very much a dinosaur. We often think of dinosaurs as 

having died out 65 million years ago, but in truth, they live on today in their descendants̶the 

birds.

〔設問〕 本文の内容と一致するように，次の空欄（ １ ～ 10 ）に入れるのに最も適当なものを，

それぞれ下のア～エのうちから一つずつ選べ。

We have known about dinosaurs  １ .

 ア　for 65 million years イ　since the early 1800s

 ウ　for the past twenty years エ　since 1842

Dinosaur fossils were first recognized in  ２ .

 ア　a swamp イ　China ウ　England エ　the sea

We now do NOT think that sauropods  ３ .

 ア　had to live in swamps イ　had thick strong legs

 ウ　used their tails as weapons エ　were very big

In paragraph 4, the word portrayed is closest in meaning to  ４ .

 ア　pictured イ　carried ウ　needed エ　discovered
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Stegosaurus and triceratops are compared to elephants because of  ５ .

 ア　their gray color  イ　the food they ate

 ウ　their long noses  エ　how they moved

We now think that Tyrannosaurus rex was much ６ than we had previously thought.

 ア　slower イ　older ウ　bigger エ　deadlier

We have been surprised in recent years to discover that some dinosaurs  ７ .

 ア　could fly  イ　had colorful eyes

 ウ　had feathers  エ　are dead

We now feel it is probable that dinosaurs could see color because  ８ .

 ア　it helps to find food

 イ　their eyes faced the front

 ウ　they might have had colorful feathers

 エ　they were warm blooded

In paragraph 7, the word grounds is closest in meaning to  ９ .

 ア　land イ　reasons ウ　powder エ　circles

We have learned that  10 .

 ア　archaeopteryx couldn’t fly イ　birds are modern dinosaurs

 ウ　dinosaurs and birds are not related エ　birds were discovered in 1861
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〔２〕 次の空欄（ 11 ～ 20 ）に入れるのに最も適当なものを，それぞれ下のア～エのうちから

一つずつ選べ。

Kevin lost his English textbook, so he must buy another  11 .

 ア　it イ　one ウ　that エ　ones

My sister speaks English 12 fluently than I do.

 ア　more イ　much ウ　better エ　well

Many of my friends say that this movie is worth  13 .

 ア　to watch イ　to be watched ウ　watching エ　to watching

I have a friend 14 father is a famous writer.

 ア　who イ　whom ウ　whose エ　which

The dentist told my brother 15 drinking too much soda.

 ア　stop イ　stopping ウ　stopped エ　to stop

The United Kingdom consists 16 England, Wales, Scotland, and Northern Ireland.

 ア　at イ　on ウ　of エ　in

The doctor really 17 about his patients.

 ア　cares イ　care ウ　carefully エ　careful

These days, a lot of people are strongly 18 smoking in restaurants.

 ア　at イ　of ウ　with エ　against

Please listen to the instructions carefully 19 to misunderstand them.

 ア　so as not イ　not as so ウ　as not so エ　so not as

My best friend and I are thinking of 20 abroad together after we graduate from university.

 ア　to travel イ　traveling ウ　traveled エ　being traveled
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〔３〕 次の対話が成り立つように，空欄（ 21 ～ 30 ）に入れるのに最も適当なものを，それぞ

れ下のア～クのうちから一つずつ選ベ。（同じ選択肢を２回以上使うことはない。選択肢は文

頭にくる場合でも大文字で始まっているとは限らない。）

Pete is ordering a pizza over the phone.

 Clerk: Good evening, this is Massey’s Pizza. 21 please?

 Pete: Yes, it’s 555-4920.

 Clerk: Is this Pete Howard at 2986 Fleet Road?

 Pete: Yes, it is.

 Clerk: That’s wonderful.  22 ?

 Pete: Are you by any chance running any specials today?

 Clerk: You 23 for half off when you buy a large pizza.

 Pete: That sounds good.

 Clerk: Also, if you 24 and bread sticks, you can get a free bottle of soda.

 Pete: Well then, I’d like to get a large pepperoni pizza and an Italian salad.

 Clerk: 25 ?

 Pete: No, thank you. That’s all I need for today.

 Clerk: Thank you, sir. Your total will be ten dollars, and we’ll have that to you shortly.

 Pete: Thank you.

 Clerk: Thank you for ordering from Massey’s pizza.

 ア　can you call

 イ　come to our store

 ウ　can get a salad

 エ　how can I help you this evening

 オ　will there be anything else

 カ　how are you today

 キ　buy a medium pizza

 ク　may I have your phone number
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Chris is asking Keiko for directions to an ATM.

 Chris:  I need to withdraw some money from my American bank account. Can you tell me 

how to get to an ATM?

 Keiko: I think the best thing to do is find a post office.

 Chris: The post office? I need to get money,  26 .

 Keiko:  They do more than that. Actually, they are the largest bank in Japan and have 

ATMs.

 Chris: Oh, I didn’t know that. 

 Keiko: It should work with the card you brought  27 .

 Chris: That’s great. I’m hungry, but I only have fifty yen and I want  28 .

 Keiko:  Well, there is a post office ATM next to the burger shop and 29 by the 

supermarket. You can get money and food in one stop at both places.

 Chris: The supermarket by the station?

 Keiko: No, the 30 that is on the way to the shopping center.

 Chris: Thanks a lot, Keiko. I’ll see you later.

 ア　to fix my car

 イ　another one

 ウ　not send a package

 エ　put it in the ATM

 オ　to buy some lunch

 カ　the burger shop

 キ　from the United States

 ク　other one
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〔４〕 次の下線部（ 31 ～ 35 ）に最も近い意味を表すものを，それぞれ下のア～エのうちから

一つずつ選べ。

I 
31

 hit upon the idea when I was in the bath.

 ア　referred to イ　admitted ウ　thought of エ　listened to

I’ve always 
32

 looked up to Steve for his courage.

 ア　admired イ　ignored ウ　used エ　pointed

You must be hot with your coat on. Why don’t you 
33

 take it off?

 ア　renew it イ　use it ウ　wear it エ　remove it

This e-mail needs to be responded to 
34

 at once.

 ア　slowly イ　secretly ウ　solely エ　immediately

I 
35

 am fond of taking walks in this park.

 ア　hate イ　like ウ　want エ　promise
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〔５〕 次の 36 ～ 40 について，正しい英文にするために枠内の語句を並べ替えるとき，空欄

Ａ と空欄 Ｂ にくる語句の組み合わせとして正しいものをそれぞれ下のア～オのうちか

ら一つずつ選べ。（語句は文頭にくる場合でも大文字で始まっているとは限らない。）

36  Many students showed A B  physics.

1. the lecture 2. of interest 3. on

4. in 5. a lot

 ア　A-2 B-1 イ　A-4 B-2 ウ　A-1 B-4

 エ　A-4 B-1 オ　A-1 B-3

37  The actual situation was A B .

1. expected 2. what 3. from

4. I had 5. different

 ア　A-2 B-4 イ　A-2 B-1 ウ　A-4 B-2

 エ　A-3 B-2 オ　A-3 B-4

38  The music reminded A B  sang the song with my friends.

1. the day 2. of 3. I

4. me 5. when

 ア　A-3 B-1 イ　A-2 B-1 ウ　A-4 B-3

 エ　A-2 B-5 オ　A-5 B-3
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39  Yuki said that it A B  outside.

1. cold 2. to 3. was

4. too 5. play

 ア　A-1 B-4 イ　A-3 B-2 ウ　A-4 B-2

 エ　A-4 B-1 オ　A-1 B-5

40  Not A B  to the wedding.

1. my relatives 2. will 3. of

4. come 5. all

 ア　A-2 B-4 イ　A-3 B-2 ウ　A-2 B-5

 エ　A-3 B-1 オ　A-4 B-1

―  550  ―



修
正

日
：

20
19

年
12

月
10

日
 午

後
6

時
01

分

Ｓ

（ 注 ） こ の 問 題 は 、 「 国 語 」 の 問 題 で あ る 。

解 答 用 紙 は 、 国 語 の マ ー ク シ ー ト １ 枚 。

国
　 　 　 　
語

（ 解 答 番 号 1 〜 34 ）

507
国

語

 第 一 問 次 の 文 章 を 読 み 、 後 の 問 い （ 問 １ 〜 11 ） に 答 え よ 。

鉄 幹 は 「 新 詩 社 」 を 明 治 三 十 二 年 十 一 月 に 結 成 し 、 翌 三 十 三 年 四 月 「 明 星 」 を 創 刊 し た 。 第 六

号 ま で は 新 聞 半
は ん

截
せ つ

判 、 頁
ペ ー ジ

数 も 二 〇 頁 以 下 の 出 発 だ っ た 。 し か し 、 和 歌 ・ 新 体 詩 ・ 翻 訳 ・ 小 説 ・

美 術 な ど 内 容 は ⓐ タ キ に わ た り 、 美 術 を 含 め た 広 い 芸 術 雑 誌 を 目 標 に し て い た 。 最 初 は 中 学 生 の

た め の 欄 の 計 画 な ど 、 啓
け い

蒙
も う

と 販 売 、 先 行 の 投 書 雑 誌 「 文 庫 」 「 新 声 」 な ど を 考 慮 し た 出 発 だ っ た 。

だ が 同 年 六 号 か ら 堂 々 た る 雑 誌 と な り 、 詩 歌 中 心 の 文 学 芸 術 雑 誌 と し て の 活 動 は 本 格 的 に な る 。

第 六 号 の 「 清 規 」 に は 「 わ れ ら は 互
た が い
に 自 我 の 詩 を 発 揮 せ ん と す 。 わ れ ら の 詩 は 古 人 の 詩 を ⓑ モ ホ

ウ す る に あ ら ず 、 わ れ ら の 詩 な り 、 否 、 わ れ ら 一 人 一 人 の 発 明 し た る 詩 な り 」 と い う 、 名 高 い 宣

言 が あ る 。 「 新 詩 社 に は 社 友 の 交 情 あ り て 師 弟 の 関 係 な し 」 と い う の も 、 「 亡 国 の 音 」 『 東 西 南 北 』

の 線 上 に あ る 、 「 自 我 」 の 詩 の 宣 言 で あ る 。 伝 統 的 な 師 授 に よ る 、 形 骸 化 し 、 固 定 し た 美 学 か ら

の 解 放 宣 言 に 他 な ら な い 。 七 号 で は さ ら に 、 「 わ れ ら が 詩 は 長 短 に 論 な く 、 之
こ れ

を 新 体 詩 と 称 す る

も 可 な り 」 の 一 条 を 補 っ て い る 。 彼 は 「 新 し き 国 詩 」 、 「 万 葉 集 古 今 集 」 を 脱 し た 「 明 治 の 国 詩 」

を 、 新 体 詩 と 同 じ 意 識 の 中 か ら 作 ろ う と し た の で あ る 。 事 実 、 「 明 星 」 で は 、 新 体 詩 は 「 長 詩 」

で あ り 、 短 歌 は 「 短 詩 」 と 呼 ば れ る こ と に も な っ た 。

新 体 詩 と と も に 短 歌 は 詩 で あ る と す る 意 識 は 、 和 歌 改 良 論 時 代 か ら 、 徐 々 に 培 わ れ 、 今 や 、 こ

の 時 代 の 青 年 た ち の 抱 い て い た 意 識 を 明 確 に 代 弁 し た の で あ る 。 無 論 、 「 明 星 」 は 、 近 代 文 学 史

の 流 れ か ら は 、「 文 学 界 」 以 来 の 浪 漫 主 義 の 潮 流 を 受 け 継 ぐ 位 置 に お か れ て い る 。 ⑴ 島 崎 藤 村 の 『 若

菜 集 』 に 感 動 し 、 詩 歌 へ の 関 心 を 持 っ た 若 者 は 、 「 明 星 」 に も 多 い 。 「 明 星 」 は 、 「 文 学 界 」 の 浪

漫 主 義 、 た と え ば 『 若 菜 集 』 の 、 恋 愛 賛 美 や 官 能 と と も に あ る 、 青 春 の 苦 闘 や 彷
ほ う

徨
こ う

の 鬱 情 、 屈 折 、

瞑
め い

想
そ う

の 悲 哀 、 た ゆ た い の 世 界 よ り も 、 よ り 外 攻 的 に 、 ロ マ ン テ ィ ッ ク な 豊 麗 ・ 華 麗 さ を 実 現 さ せ

て い く と も い え る 。 「 明 星 」 に よ っ て 、 明 治 三 十 年 代 の 、 詩 歌 中 心 と も い え る 一 時 期 が も た ら さ

れ た 。
「 明 星 」 に 集 ま っ た 若 者 た ち は ほ と ん ど 短 歌 と 詩 の 作 者 で あ っ た 。 「 長 詩 」 と 「 短 詩 」 の 意 識 、

窪 田 空 穂 の い う と お り 「 新 体 詩 を 作 る 意 識 」 で 作 歌 を す る 時 代 が 来 た 。 こ の 意 識 は 「 明 星 」 だ け
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で は な く 、 明 治 三 十 年 代 を 中 心 に 、 明 治 期 の 特 色 で も あ り 、 短 歌 の 革 新 は 、 Ａ の 革 新 に 他 な

ら な か っ た 。

「 明 星 」 は 、 『 文 壇 照 魔 鏡 第一 与 謝 野 鉄 幹 』 （ 明 治 34 ） の 怪 文 書 に よ っ て 、 鉄 幹 が 誹
ひ

謗
ぼ う

さ れ 、 ダ メ ー

ジ を 受 け る 事 件 な ど が あ っ た が 、 晶 子 の 『 み だ れ 髪 』 （ 明 治 34 ） の 反 響 は 大 き く 、 ⑵ 「 明 星 」 歌

風 の 動 向 は 、 『 み だ れ 髪 』 に よ っ て 、 先
ま

ず 決 定 さ れ た と い っ て よ い 。 以 後 、 明 治 三 十 年 代 は 「 明 星 」

時 代 で あ っ た 。 「 明 星 」 は 、 実 質 的 に は 詩 よ り も 短 歌 の 革 新 で あ り 、 『 み だ れ 髪 』 の 果
は た

し た 役 割 は

大 き か っ た 。 Ｂ の 達 成 は 「 文 学 界 」 か ら 生 ま れ た 『 若 菜 集 』 に よ っ て 果 さ れ 、 続 い て 「 明 星 」

か ら の 短 歌 『 み だ れ 髪 』 生 誕 に よ る 短 歌 革 新 と い う こ と に な る 。 無 論 『 み だ れ 髪 』 の 歌 が 花 咲 く

た め に は 鉄 幹 の 存 在 は 大 き か っ た 。

「 明 星 」 歌 風 の 推 移 は 鉄 幹 ・ 晶 子 が 代 表 す る 。 初 期 の 情 熱 の 端 的 な 華 麗 な 発 露 の 作 か ら 、 さ ら

に 唯 美 的 な 憧
し ょ う

憬
け い

空 想 、 王 朝 趣 味 、 西 欧 的 な ど 、 浪 漫 主 義 の 特 色 は い よ い よ 洗 練 を 加 え て い っ た 。

さ ら に 後 期 に は 、 象 徴 的 な 手 法 も と り 入 れ 、 華 や か な 一 時 代 を 実 現 さ せ た の で あ る 。

わ れ 男
お

の 子 意 気 の 子 名 の 子 つ る ぎ の 子 詩 の 子 恋 の 子 あ あ も だ え の 子 与 謝 野 鉄 幹
　

『 紫 』 （ 明 治 34 ） の 巻 頭 歌 。 か つ て 恋 の 歌 は 国 を 危 う く す る （ 「 亡 国 の 音 」 ） と 書 い た 鉄 幹 が 、 国

士 的 な 発 想 か ら 、 「 詩 」 と 「 恋 」 の 賛 美 に 終
お わ

る 作 で あ る 。 こ こ に は ⓒ 大 丈 夫 鉄 幹 と 、 「 詩 」 と 「 恋 」

の 賛 美 者 に ⓓ ヘ ン ボ ウ し た 鉄 幹 が 共 居 し て い る 。 畳 み か け る 表 現 を 統 一 す る 気
き

魄
は く

は 、 男 子 の 歌 で

は あ る が 、 芸 術 と 恋 愛 を 至 上 と す る 世 界 が 歌 わ れ る 。 鉄 幹 の ⑶ こ の 方 向 は 詩 ＝ 長 詩 に も 発 揮 さ れ 、

『 紫 』 以 後 徐 々 に 技 巧 を 加 え 、 「 明 星 」 の 方 向 を 決 定 し て い く こ と に な る 。 し か し 修 辞 の 洗 練 に

も か か わ ら ず 、 晶 子 と 比 較 す れ ば 、 内 実 に 欠 け る 観 念 的 な 美 意 識 の 作 も 多 い 。

乳 房 お さ へ 神 秘 の と ば り そ と け り ぬ こ こ な る 花 の 紅 ぞ 濃 き 与 謝 野 晶 子
　

ほ と と ぎ す 嵯
さ

峨
が

へ は 一 里 京 へ 二 里 水 の 清
き よ

滝
た き

夜 の 明 け や す き

罪 お ほ き 男 こ ら せ と 肌 き よ く 黒 髪 な が く つ く ら れ し 我 れ

『 み だ れ 髪 』 （ 明 治 34 ） の 華 麗 ・ 絢
け ん

爛
ら ん

・ 奔 放 で か つ 軽 や か な 、 青 春 賛 歌 は 、 世 の 因 襲 、 抑 圧 さ れ

る 人 間 性 、 女 性 と し て の 自 己 賛 美 な ど と 共 に 、 以 後 の 集 に よ り 明 確 に な る 王 朝 の 優 美 、 西 欧 的 な

感 覚 な ど 、 人 々 に 与 え た 衝 撃 は 絶 大 だ っ た 。 上 田 敏 は 「 な に が し 」 の 匿 名 で 書 い た 「 み だ れ 髪 を

読 む 」 （ 「 明 星 」 明 治 34 ・ 10 ） で 、 「 斬 新 の 声 調 、 奇 抜 の 思 想 」 を 評 価 し 、 そ の 清 新 さ を 詳 細 に 論

じ た 。 彼 は 、 世 の 評 者 が 、 「 憨
か ん

態
た い

を 歌 ひ 、 恋 情 を 煽
あ お

る 」 な ど と 「 道 学 先 生 の 口
こ う

吻
ふ ん

を 模
ま

ぬ る 可
お

笑
か

し

さ よ 」 、 「 其
そ の

調 の 竒
き

峭
し ょ う

と 其 想 の 奔 放 に 惘
あ き

れ て 、 漫
み だ り

に 罵 倒 す る 者 は 文 芸 の 友 に あ ら ず 」 と 述 べ る 。

如
い

何
か

に 「 Ｃ 」 評 が 多 か っ た か を 示 す 。

『 み だ れ 髪 』 に は 、 後 年 の 晶 子 が 直 面 す る 様 々 な 苦 悩 や 翳
か げ

り の 芽 生 え も あ る 。 ま さ に 新 時 代 を

も た ら し た の で あ る 。

（ 中 略 ）
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俳 句 の 革 新 を 志 し た 子 規 が 、 短 歌 へ の 革 新 の 烽
の ろ し
火 を あ げ る の は 、 十 回 連 載 の 「 歌 よ み に 与 ふ る

書 」 （ 新 聞 「 日 本 」 明 治 31 ・ ２ 〜 ３ ） で あ っ た 。 「 仰
お お せ
の ご と く 近 来 和 歌 は 一 向 に 振
ふ る

ひ 不
も う さ ず
申 候 。 正 直

に 申 し 候
そ う ら

へ ば 萬
ま ん

葉
よ う

以 来 実 朝 以 来 一 向 に 振 ひ 不 申 候 」 と 書 き は じ め 、 第 二 回 で は 「 貫 之 は 下 手 な 歌

よ み に て 古 今 集 は く だ ら ぬ 集 に 有
こ れ

之
あ り

候 」 と 書 き は じ め る 。 ⑷ 読 者 の シ ョ ッ ク を 計 算 に お い て い る 。

古 今 集 、 貫 之 は 絶 対 の 権 威 だ っ た か ら だ 。 確 か に 、 子 規 の い う 、 そ の 末 流 の 「 糟
そ う

粕
は く

」 を 嘗
な

め つ つ 、

現 在 の 歌 の 堕 落 に 至 っ た と い う 視 点 は 、 改 良 論 に 胚
は い

胎
た い

し て い た し 、 鉄 幹 の 「 亡 国 の 音 」 に も 共 通

す る 。 だ が 、 「 万 葉 」 を 手 本 に お き 、 自 己 の 眼 、 見 る 世 界 の 発 見 、 写 実 ・ 写 生 を 説 き 、 論 は 短 歌

そ の も の に 即 し た 具 体 案 だ っ た 。 ま た 鉄 幹 の 出 発 に は 「 宇 宙 を 吞
ど ん

吐
と

す る 」 情 熱 そ の も の 、 「 わ れ 」

の 主
﹅

情
﹅

が 信 じ ら れ て お り 、 子 規 に は 、 「 わ れ 」 の Ｄ こ と が 信 じ ら れ て い る 。 こ の 差 は 、 後 の

実 作 者 た ち 、 と く に 子 規 を 継 承 す る 「 ア ラ ラ ギ 」 の 子 規 の 受 け と め 方 を 含 め て 、 近 代 短 歌 史 の 二

つ の 流 れ 、 あ る い は 革 新 の 差 を 際 立 た せ る こ と に な っ た 。

子 規 が 写 実 （ 写 生 ） を 重 ん じ 、 万 葉 の 流 を 汲
く

む 歌 人 を 再 評 価 し て い る の は ま ぎ れ も な い 。 し か

し 、 「 歌 よ み に 与 ふ る 書 」 を 書 き つ つ 発 表 し た 「 百 中 十 首 」 の 俳 句 的 趣 向 を は じ め 、 明 治 三 十 三

年 に な っ て も 「 艶 麗 体 」 十 五 首 の 作 が あ り 、 「 玉 飾 る 高 殿 更 け て た き 物 の 匂 ひ に 曇 る 春 の 夜 の 月 」

の よ う な 王 朝 的 艶 麗 を 歌 い 、 万 葉 集 巻 十 六 を と り あ げ て 論 じ 、 自 作 に そ の 滑 𥡴 歌 を 𥡴 𥡴 し て 𥡴 し

む な ど 、 明 治 三 十 三 年 頃 ま で の 子 規 は 、 多 様 な 実 作 者 で あ る 。 混
こ ん

沌
と ん

と し て 多 面 的 で エ ネ ル ギ ッ シ ュ

だ 。 そ れ は 、

生 が 排 斥 す る の は 主 観 中 の 理 窟 の 部 分 に て 、 感 情 の 部 分 に は 無
こ れ な く

之 候 。 （ 中 略 ） 和 歌 俳 句 の 如
ご と

き 者 に は 主 観 的 佳 句 よ り も 客 観 的 佳 句 多 し と 信 じ 居 候 へ ば 客 観 に 重 き を 置 く と い ふ も 此
こ

処
こ

の

事 を 意 味 す る と 見 れ ば 差
さ し

支
つ か え

無 之 候 。 （ 「 六 た び 歌 よ み に 与 ふ る 書 」 ）

と い う 意 味 の 「 写 実 」 尊 重 で あ る 。 ⓔ シ ン チ ョ ウ だ 。 し か も 「 和 歌 に 就 き て も 旧 思 想 を 破 壊 し て

新 思 想 を 註
ち ゅ う

文
も ん

す る 考 に て 、 隨
し た が

つ て 用 語 は 雅 語 俗 語 洋 語 漢 語 必 要 次 第 用 ふ る 積
つ も

り に 候 」 と い う 自

在 な 積 極 性 が あ っ た 。 明 治 三 十 三 年 の 作 を あ げ る 。

冬 ご も る 病 の 牀
と こ

の が ら す 戸 の 曇 り ぬ ぐ へ ば 足 袋 干 せ る 見 ゆ

雪 見 ん と 思 ひ し 窓 の ガ ラ ス 張 ガ ラ ス 曇 り て 雪 見 え ず け り

自 身 は 病 床 で 動 け な い 。 し か し 子 規 の 目 は 細 や か に 働 き 、 自 在 、 克 明 で 、 見 る
0 0

こ と 自 身 の 心 躍

り が 伝 わ る 。 こ の 方 向 は さ ら に 病 状 の 切 迫 を 加 え て か ら は 、

い ち は つ の 花 咲 き い で て 我
わ が

目
め

に は 今
こ と し
年 ば か り の 春 ゆ か む と す

の よ う に お の ず か ら の 内 な る 抒
じ ょ

情
じ ょ う

を に じ ま せ る 。

子 規 を 囲 む 、 「 根 岸 短 歌 会 」 発 足 は 明 治 三 十 二 年 三 月 で あ る 。 そ の 作 品 は 、 子 規 生 前 に は 、 新

聞 「 日 本 」「 心 の 華 」 な ど に 発 表 さ れ た 。 香 取 秀 真 ・ 岡 麓 ・ 赤 木 格 堂 ・ 伊 藤 左 千 夫 ・ 長 塚 節 ら が 集 っ

た 。 機 関 誌 「 馬
あ

酔
し

木
び

」 創 刊 は 、 子 規 没 後 、 約 十 ケ 月 を 経 た 翌 年 、 明 治 三 十 六 年 だ っ た 。 子 規 を 継
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ぐ 万 葉 調 尊 重 は 、 当 時 は 擬 古 派 と 目 さ れ る こ と に も な っ た 。 だ が 、 伊 藤 左 千 夫 の 重 厚 な 、 万 葉 調

を 生 か し た 大 柄 な 作 、 子 規 の 写 生 を 受 け つ ぎ 、 繊 細 ・ 静 澄 に 自 然 を 歌 っ た 長 塚 節 は 、 す で に 明 治

三 十 年 代 に 、 そ の 個 性 が 際 立 っ て い た 。 し か し 、 時 代 は 「 明 星 」 の 時 代 で あ り 、 浪 漫 主 義 の 時 代

で あ っ た 。 Ｅ は 、 四 十 年 代 に 入 る ま で は 傍
わ き

役
や く

だ っ た 。

 （ 有 吉 保 ・ 武 川 忠 一 ほ か 編 『 近 代 の 短 歌 』 に よ る ）

問 １
　
傍 線 部 ⓐ ・ ⓑ ・ ⓓ ・ ⓔ に 使 用 す る 漢 字 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の 各 群 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち

か ら 、 そ れ ぞ れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 、 ⓐ は １ ・ ⓑ は ２ ・ ⓓ は ３ ・ ⓔ は

４ 。

ⓐ
　
タ キ ㋐

　
他 ㋑
　
田 ㋒
　
多 ㋓
　
汰 ㋔
　
手

ⓑ
　
モ ホ ウ ㋐
　
訪 ㋑
　
奉 ㋒
　
報 ㋓
　
方 ㋔
　
倣

ⓓ
　
ヘ ン ボ ウ ㋐

　
望 ㋑
　
貌 ㋒
　
傍 ㋓
　
謀 ㋔
　
妨

ⓔ
　
シ ン チ ョ ウ ㋐

　
信 ㋑
　
伸 ㋒
　
新 ㋓
　
慎 ㋔
　
心

問 ２
　
傍 線 部 ⓒ の 語 句 の 意 味 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ５ 。

ⓒ
　
大 丈 夫

㋐
　
武 術 に 優 れ て い る こ と 。

㋑
　
立 派 な 男 子 で あ る こ と 。

㋒
　
芸 術 に 優 れ て い る こ と 。

㋓
　
容 姿 端 麗 で あ る こ と 。

㋔
　
剣 豪 で あ る こ と 。

問 ３
　
空 欄 Ａ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ６ 。

㋐
　
詩 歌 ㋑
　
浪 漫 主 義 ㋒
　
「 明 星 」 ㋓
　
「 文 学 界 」 ㋔
　
明 治 期

問 ４
　
空 欄 Ｂ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ７ 。

㋐
　
短 歌 ㋑
　
潮 流 ㋒
　
意 識 ㋓
　
怪 文 書 ㋔
　
新 体 詩
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問 ５
　
空 欄 Ｃ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ８ 。

㋐
　
奔 放 ㋑
　
罵 倒 ㋒
　
清 新 ㋓
　
奇 抜 ㋔
　
斬 新

問 ６
　
空 欄 Ｄ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ９ 。

㋐
　
聞 く
0 0

 ㋑
　
詠 む
0 0

 ㋒
　
見 る
0 0

 ㋓
　
書 く
0 0

 ㋔
　
立 つ
0 0

問 ７
　
空 欄 Ｅ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は 10 。

㋐
　
艶 麗 体 ㋑

　
「 明 星 」 ㋒
　
「 文 学 界 」 ㋓
　
自 然 主 義 勃 興

㋔
　
「 根 岸 短 歌 会 」

問 ８
　
傍 線 部 ⑴ 「 島 崎 藤 村 」 の 作 品 名 を 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 11 。

㋐
　
『 草 枕 』 ㋑

　
『 舞 姫 』 ㋒
　
『 破 戒 』 ㋓
　
『 斜 陽 』 ㋔
　
『 雪 国 』

問 ９
　
傍 線 部 ⑵ 「 「 明 星 」 歌 風 」 と あ る が 、 ど の よ う な も の か 。 そ れ に あ て は ま る も の と し て 最

も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 12 。

㋐
　
瞑 想 の 悲 哀 ㋑
　
情 熱 の 発 露 ㋒
　
写 実 の 重 視

㋓
　
万 葉 調 の 尊 重 ㋔
　
青 春 の 苦 闘

問 10
　
傍 線 部 ⑶ 「 こ の 方 向 」 と あ る が 、 ど う い う こ と か 。 そ の 説 明 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次

の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 13 。

㋐
　
伝 統 的 な 師 授 に よ る 固 定 し た 美 学 を 尊 重 す る と い う こ と 。

㋑
　
国 士 的 で あ り な が ら 「 詩 」 や 「 恋 」 を 賛 美 す る と い う こ と 。

㋒
　
古 人 の 歌 風 を 崇 拝 し 、 そ れ に な ら っ て 作 歌 す る と い う こ と 。

㋓
　
客 観 に 重 き を 置 き 、 繊 細 ･ 清 澄 に 自 然 を 歌 う と い う こ と 。

㋔
　
滑 𥡴 を 𥡴 り 入 れ 、 𥡴 し く 𥡴 𥡴 𥡴 𥡴 𥡴 𥡴 𥡴 に 歌 う と い う こ と 。
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問 11
　
傍 線 部 ⑷ 「 読 者 の シ ョ ッ ク 」 と あ る が 、 な ぜ 「 シ ョ ッ ク 」 を 受 け る の か 。 そ の 理 由 と し て

最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 14 。

㋐
　
情 熱 そ の も の 、 「 わ れ 」 の 主 情 を 信 じ る 鉄 幹 を 批 判 し て い る か ら 。

㋑
　
鉄 幹 と 子 規 の 短 歌 の 革 新 が 全 く 違 っ た も の に な っ て い る か ら 。

㋒
　
子 規 が 俳 句 の 革 新 を 断 念 し て 短 歌 の 革 新 に 矛 先 を 向 け て い る か ら 。

㋓
　
現 在 の 歌 の 堕 落 と い う 視 点 は 改 良 論 に 胚 胎 し て い た と 指 摘 し て い る か ら 。

㋔
　
古 今 集 、 貫 之 と い う 絶 対 の 権 威 を 真 っ 向 か ら 批 判 し て い る か ら 。
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第 二 問 次 の 文 章 を 読 み 、 後 の 問 い （ 問 １ 〜 12 ） に 答 え よ 。

わ れ わ れ は 今 日 、 責 任 の 所 在 を 透 明 化 し よ う と す る 要 求 の 、 か つ て な か っ た ほ ど の 高 ま り に 直

面 し て い る 。 「 自 己 決 定 権 」 を 擁 護 す る 諸 主 張 こ そ が 、 そ う し た 高 ま り を 代 表 し て い る 。 自 己 決

定 権 （ の 拡 張 ） が 求 め ら れ て い る の は 、 あ る 個 人 に 影 響 を 与 え る 諸 結 果 を 、 で き る 限 り 、 そ の 個

人 の 選 択 に 帰 せ ら れ る 形 態 に お い て 確 保 し よ う と す る か ら で あ る 。 幸 福 な 結 果 で あ る に せ よ 、 不

幸 な 結 果 で あ る に せ よ 、 そ の 結 果 の 影 響 を 被 る 個 人 が 、 そ れ を 自 ら の 責 任 で あ る と 自 覚 し う る よ

う な 状 態 を 社 会 的 に 保 証 す る こ と 、 こ れ が 自 己 決 定 権 を 擁 護 す る と い う こ と で あ る 。 そ れ は 、 個

人 の 選 択 と そ の 結 果 と の 関 連 を 透 明 化 し 、 か つ そ の 選 択 の 支 配 圏 を で き る だ け 拡 大 す る こ と を 目

指 し て い る 。

こ う し た 意 味 で の 自 己 決 定 権 を 支 持 す る 議 論 は 、 今 日 、 さ ま ざ ま な 領 域 で 、 相 互 に 独 立 に 、 し

か し 同 時 に 提 起 さ れ て い る 。 た と え ば 経 済 の 領 域 に 関 し て は 、 市 場 に 対 す る 規 則 を Ａ し 、 そ

こ で の 自 由 競 争 の 可 能 性 を 保 証 す べ き だ と す る 今 日 の 支 配 的 な 論 調 が 、 こ う し た 議 論 の う ち に 数

え ら れ る だ ろ う 。 お そ ら く 自 己 決 定 権 が 最 も 熱 烈 に 支 持 さ れ て い る の は 、 生 （ ／ 死 ） や 性 を め ぐ

る 決 定 に 関 係 す る 領 域 で あ る 。 た と え ば 、 脳 死 を 死 と し て 受 け 入 れ る べ き か 否 か 、 あ わ せ て 自 身

の 臓 器 が 他 者 の 身 体 に 移 植 さ れ る こ と を 許 容 し う る か 、 こ う し た こ と は 、 死 に ゆ く 当 事 者 の 決 定

に Ｂ べ き だ と す る 見 解 が 、 支 配 的 で あ る 。

自 己 決 定 権 が 支 持 さ れ る 論 拠 は い ろ い ろ あ る 。 た と え ば 市 場 に 関 し て は 、 自 由 競 争 が 最 も 効 率

的 な 資 源 の 分 配 を 保 証 す る は ず だ と の 認 識 が 、 根 拠 の ひ と つ と な っ て い る だ ろ う 。 中 で も 重 要 な

論 点 、 自 己 決 定 を 顕 揚 す る あ ら ゆ る 議 論 が 共 通 し て 依 拠 す る 論 点 は 、 自 己 決 定 権 の 道 徳 的 優 位 性

で あ る 。 論 旨 は 単 純 で あ る 。 自 己 決 定 権 を 確 保 し 、 自 身 が 被 る こ と に な る 結 果 を 自 ら の 選 択 の 所

産 と し て 確 認 し う る 状 態 が 与 え ら れ て い れ ば 、 そ の 「 結 果 」 が 自 身 に と っ て 肯 定 的 な も の で あ れ 、

否 定 的 な も の で あ れ 、 そ れ を 自 ら の 責 任 に お い て 引 き 受 け る こ と が で き る よ う に な る に 違 い な い 、

と い う わ け で あ る 。

否 定 的 な 結 果 を 「 自 Ｃ 自 Ｄ 」 と 認 知 す る な ら ば 、 そ れ は 教 育 的 な 効 果 を も つ サ
（ 注 １ ）
ン ク シ ョ

ン と し て 作 用 す る こ と に な る だ ろ う 。 逆 に 、 結 果 が 自 身 の 選 択 に 依 存 し な い の で あ れ ば 、 人 は 良

き （ 善 き ） 行 為 を 選 択 し よ う と す る 動 機 づ け を 失 う こ と に な る に 違 い な い 。 市 場 の 自 由 競 争 が

ⓐ 阻 ま れ て い る よ う な 状 態 で の │ │ た と え ば 十 分 に 業 績 が 悪 化 し て い る 企 業 に 対 し て 制 度 的 な 救

済 措 置 が 準 備 さ れ て い る よ う な ケ ー ス に お け る │ │ モ
（ 注 ２ ）

ラ ル ハ ザ ー ド を 指 摘 す る 議 論 は 、 以 上 の よ

う な 推 論 に 基 づ く 、 ⑴ 自 己 決 定 の 道 徳 的 優 位 性 を 前 提 に し て い る と 言 っ て よ い 。

こ の よ う に 、 さ ま ざ ま な 領 域 で 同 時 に 主 張 さ れ て い る 自 己 決 定 論 は 、 責 任 の 帰 属 を 透 明 に 確 保

し よ う と す る 指 向 に 規 定 さ れ て い る 。 だ が こ こ で 反 省 し て み よ う 。 こ う し た や り 方 は 、 所 期 の 効
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能 を も っ た で あ ろ う か ？
　
確 か に 、 わ れ わ れ は 、 自 己 決 定 権 の 樹 立 が 望 ま し い │ │ と く に 道 徳 的

に 望 ま し い │ │ 帰 結 を も た ら す 場 合 も あ る こ と を 知 っ て い る 。 が し か し 、 し ば し ば │ │ 非 常 に し

ば し ば │ │ 、 責 任 の 所 在 を 明 確 化 し よ う と す る そ の 指 向 が 、 つ ま り 自 己 決 定 権 へ の 要 求 を 裏 打 ち

し て い る そ の 指 向 が 、 逆 に か え っ て 、 責 任 を 拡 散 さ せ 、 つ い に は ⑵ 霧 消 さ せ て し ま う の で あ る 。

責 任 の 宛 先 を 一 義 的 に 明 確 化 し よ う と す る 指 向 の も と で 一 般 に
ⓑ
出
し ゅ っ

来
た い

す る の は 、「 帰 責 ゲ ー ム 」

で あ る 。 帰 責 ゲ ー ム と は 、 責 任 の 押 し 付 け 合 い の こ と だ 。 責 任 を 透 明 に 確 保 し よ う と す る 指 向 が

も た ら す の は 、 し ば し ば 、 自 己 決 定 論 が 期 待 し て い た よ う な 道 徳 的 に 優 越 し た 個 人 │ │ 「 そ れ は

私 の 責 任 だ 」 と い う 個 人 │ │ で は な く 、 む し ろ 、 そ う い っ た 道 徳 的 理 想 の 対 極 に イ メ ー ジ さ れ る

よ う な 個 人 │ │ 「 そ れ は あ な た の 責 任 だ 」 と 言 い つ づ け る 個 人 │ │ な の で あ る 。

言 う ま で も な く 、 帰 責 ゲ ー ム が 法 的 な 責 任 の 文 脈 で 社 会 的 に 一 般 化 し た と き に 現 れ る の が 、 い

わ ゆ る 「 Ｅ 社 会 」 で あ る 。 こ の 語 は 、 し ば し ば ア メ リ カ 社 会 を 特 徴 づ け る の に 使 わ れ て き た 。

こ こ で わ れ わ れ は 、 自 己 決 定 を 支 持 す る 論 者 た ち が 、 そ の 理 想 が 近 似 的 に で は あ れ 実 現 し て い る

社 会 と し て 、 し ば し ば 「 ア メ リ カ 」 を 参 照 点 と し て き た と い う こ と を 思 い 起 こ す べ き で あ る 。 す

る と わ れ わ れ は 、 自 己 決 定 の 論 理 │ │ 「 そ れ は 私 の 責 任 だ 」 の 論 理 │ │ の 高 ま り が 、 帰 責 ゲ ー ム

の 論 理 │ │ 「 そ れ は あ な た の 責 任 だ 」 の 論 理 │ │ の 高 ま り と 比 例 し て い る の で は な い か 、 と 想 像

し た く な る の で あ る 。 い ず れ に せ よ 、 責 任 を 他 者 へ と ⓒ 転 カ し て い く ゲ ー ム の 異 常 な 増 殖 は 、 す

ぐ れ て 現 代 的 な 現 象 で あ る 。

現 代 社 会 の こ う し た 局 面 を 、 ロ バ ー ト ・ ヒ ュ ー ズ は 「 不 平 の 文 化 」 と 呼 ん で い る 。 自 己 責 任 の

Ｆ を 確 保 し よ う と す れ ば す る ほ ど 、 逆 に 、 責 任 を 他 者 へ と 転 カ し よ う と し 、 自 身 が 被 る 否 定

的 な 結 果 へ の 不 平 を 言 い つ の る 指 向 が ま す ま す 高 ま っ て い く よ う に す ら 見 え る の だ 。

そ う だ と す れ ば 、 こ ん な イ メ ー ジ を 思 い 描 く こ と が で き る の で は な い か 。 自 己 決 定 論 が あ か ら

さ ま に 示 し て い る よ う に 、 わ れ わ れ は 責 任 の 宛 先 を 正 確 に 特 定 し よ う と し て い る 。 あ る 社 会 的 な

帰 結 │ │ 一 般 に 否 定 的 な 帰 結 │ │ と の 関 係 で 、 「 責 任 」 と い う 爆 弾 を 、 正 確 に し か る べ き 者 に あ

て よ う と 熱 烈 に 欲 望 し て い る 。 と こ ろ が 、 そ の 爆 弾 は 、 ね ら っ た そ の 人 を 通 り 抜 け 、 あ る い は そ

の 人 に よ っ て あ ら た め て 射 出 さ れ 、 別 の 人 へ と 向 か っ て 行 っ て し ま う の だ 。 と こ ろ が 、 そ の 別 の

人 の と こ ろ で 、 あ ら た め て 同 じ こ と が 反 復 さ れ 、 爆 弾 は 、 さ ら に 別 の 人 へ と 、 あ る い は も と の 人

へ と 送 ら れ る こ と に な る 。 こ う し て 責 任 と い う 爆 弾 は 、 ね ら い を 定 め て 射 出 は さ れ る が 、 い つ ま

で も 人 々 の 間 を 循 環 し 続 け る の み で 、 最 終 的 に 命 中 す る こ と が な い の だ 。

そ れ だ け で は な い 。 ⑶ 爆 弾 が つ い に 不 発 に 終 わ っ た り 、 き わ め て 小 さ な 爆 発 に よ っ て 焼 尽 し て

し ま っ た と 言 い た く な る よ う な 状 況 も あ る 。 そ う し た 状 況 は 、 「 不 法 行 為 法 」 を め ぐ る 現 代 的 な

変 化 の う ち に 見 出 す こ と が で き る 。

本 来 は 、 法 的 に 責 任 を 問 う こ と が で き る の は 、 「 不 法 」 と 見 な し う る 過 失 を 認 め る こ と が で き
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る 場 合 で あ っ た 。 だ が 、 こ う し た 責 任 帰 属 の 古 典 的 な 方 法 は 、 現 代 的 な 事 故 被 害 の 処 理 法 と し て

は 、 し ば し ば 、 き わ め て 不 適 切 で あ る こ と が 気 づ か れ る よ う に な る 。 た と え ば 、 交 通 事 故 が あ っ

た と き に 、 過 失 の 有 無 や そ の 責 任 を 特 定 す る よ り 前 に 、 ま ず 被 害 者 の 救 済 や 補 償 を 行 う の が 先 で

あ る 、 と 考 え た く な る よ う な 場 合 が あ る 。 こ う し た 状 況 か ら ⓓ シ 唆 さ れ る よ う に 、 非 常 に 深 刻 で

あ っ た り 、 あ る い は 定 型 的 な パ タ ー ン を も っ て 大 量 か つ 広 範 に 発 生 す る よ う な 、 現 代 社 会 固 有 の

事 故 に 対 し て は 、 古 典 的 な 不 法 行 為 法 に 立 脚 し た 対 応 は 、 し ば し ば 無 力 で あ る 。

こ う し た 状 況 に 、 責 任 帰 属 の 古 典 的 な 図 式 を 基 本 的 に は 維 持 し た ま ま 対 処 し よ う と す れ ば 、 そ

こ に 導 か れ る の は 、 古 典 的 に は 「 過 失 」 と は 見 な し 難 い 行 為 を 、 あ え て 過 失 と 見 な し て 、 そ こ
0 0

に

向 け て 被 害 者 が 補 償 を 求 め う る よ う な 「 責 任 」 を 構 成 し て し ま う こ と で あ る 。 要 す る に 、 過 失 と

し て 認 定 さ れ う る 要 件 を 大 幅 に 緩 和 す る こ と 、 逆 に い え ば 、 責 任 を き わ め て 厳 格 に 要 求 す る こ と

で あ る 。

た と え ば 「 製 造 物 責 任 」 の 観 念 は 、 こ う し た 責 任 の 厳 格 化 に 立 脚 し て い る 面 が あ る 。 だ が 、 責

任 の 厳 格 化 が 、 責 任 を 明 確 化 す る 方 向 に 作 用 す る わ け で は 、 必 ず し も な い 。 た と え ば 製 造 物 責 任

が 非 常 に 厳 し く 問 わ れ る 場 合 に は 、 企 業 は 、 そ れ を 、 一 定 確 率 で 必 ず 発 生 す る リ ス ク と 見 な し て 、

あ ら か じ め 製 品 の 価 格 に 「 補 償 」 分 を コ ス ト と し て 上 乗 せ す る よ う に な る だ ろ う 。 最 初 か ら 通 常

の コ ス ト に 算 入 さ れ て い る と い う こ と は 、 企 業 は 、 そ れ を 「 本 来 で あ れ ば 避 け る こ と が で き た 過

失 」 と 見 な し て は い な い と い う こ と で あ る 。 さ ら に 、 補 償 分 が 製 品 価 格 に 組 み 込 ま れ る こ と に よ っ

て 、 責 任 は 、 Ｇ の 全 体 に 転 カ さ れ て い る 、 と 考 え る こ と も で き る だ ろ う 。

補 償 分 が 製 品 価 格 に 組 み 込 ま れ て い る よ う な 場 合 に は 、 ま だ 、 高 い 商 品 を 売 る こ と を 余 儀 な く

さ れ て い る 企 業 が 責 任 を 負 っ て い る 、 と 見 な せ な い こ と は な い 。 し か し 、 事 故 が 一 定 確 率 で ど う

し て も 生 ず る リ ス ク で あ る と す る 認 識 は 、 容 易 に 、 保 険 制 度 の 可 能 性 に 道 を 開 く 。 こ う な る と 、

過 失 は 、 そ れ を （ 避 け が た く ） 犯 し た 当 事 者 に で は な く 、 保 険 加 入 者 全 体 に 拡 散 さ れ た 状 態 で 帰

責 さ れ て い る と 見 な さ ざ る を え な い 。 責 任 を 厳 格 に ⓔ 追 キ ュ ウ し よ う と す る 視 線 が 強 化 さ れ れ ば

さ れ る ほ ど 、 逆 に 、 責 任 は 、 こ う し た 視 線 か ら 逃 れ て 、 捉 え が た い 領 域 へ と 拡 散 し て い く こ と に

な る 。

 （ 大 澤 真 幸 『 自 由 と い う 牢 獄
　
責 任 ・ 公 共 性 ・ 資 本 主 義 』 に よ る ）

（ 注 １ ） サ ン ク シ ョ ン │ │ │ （ 道 徳 的 ・ 社 会 的 ） 拘 束 力 。 （ 社 会 的 ） 制 裁 。

（ 注 ２ ） モ ラ ル ハ ザ ー ド │ │ 道 徳 観 の 欠 如 し た 状 態 。
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問 １
　
傍 線 部 ⓐ の 漢 字 の 読 み と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は 15 。

ⓐ
　
阻 （ ま れ て ） ㋐
　
こ ば ㋑
　
し く ㋒
　
せ が ㋓
　
は ば ㋔
　
ひ が

問 ２
　
傍 線 部 ⓑ の 語 句 の 意 味 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は 16 。

ⓑ
　
出 来

㋐
　
物 事 が 完 成 す る こ と 。

㋑
　
物 事 が 公 表 さ れ る こ と 。

㋒
　
物 事 が 乱 れ て く る こ と 。

㋓
　
物 事 が 起 こ る こ と 。

㋔
　
物 事 が 拡 散 さ れ る こ と 。

問 ３
　
傍 線 部 ⓒ 〜 ⓔ に 使 用 す る 漢 字 と 同 じ 漢 字 を 含 む も の と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔

の う ち か ら 、 そ れ ぞ れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 、 ⓒ は 17 ・ ⓓ は 18 ・ ⓔ は 19 。

ⓒ
　
転 カ ㋐

　
お バ け ㋑
　
ア ヤ マ ち ㋒
　
ト ツ ぎ 先

 ㋓
　
カ セ ぐ ㋔
　
ク ワ わ る

ⓓ
　
シ 唆 ㋐

　
シ 作 品 ㋑
　
避 難 指 ジ ㋒
　
シ 想 家

 ㋓
　
シ 覚 的 ㋔
　
医 師 の シ 格

ⓔ
　
追 キ ュ ウ ㋐
　
キ ュ ウ 第 点 ㋑
　
真 実 の キ ュ ウ 明 ㋒
　
欲 キ ュ ウ 解 消

 ㋓
　
会 議 の 紛 キ ュ ウ ㋔
　
耐 キ ュ ウ レ ー ス

問 ４
　
空 欄 Ａ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は 20 。

㋐
　
策 定 ㋑
　
緩 和 ㋒
　
断 絶 ㋓
　
強 化 ㋔
　
受 容

問 ５
　
空 欄 Ｂ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は 21 。

㋐
　
そ な え る ㋑
　
ゆ だ ね る ㋒
　
あ ら が う ㋓
　
み ち び く ㋔
　
か ら め る
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問 ６
　
空 欄 Ｃ ・ Ｄ に 入 る 漢 字 の 組 み 合 わ せ と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋕ の う ち

か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 22 。

㋐
　
業 ・ 特 ㋑
　
号 ・ 特 ㋒
　
業 ・ 徳 ㋓
　
号 ・ 徳 ㋔
　
業 ・ 得

㋕
　
号 ・ 得

問 ７
　
空 欄 Ｅ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は 23 。

㋐
　
管 理 ㋑
　
監 視 ㋒
　
訴 訟 ㋓
　
自 由 ㋔
　
格 差

問 ８
　
空 欄 Ｆ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は 24 。

㋐
　
厳 密 性 ㋑

　
一 般 性 ㋒
　
相 互 性 ㋓
　
多 様 性 ㋔
　
透 明 性

問 ９
　
空 欄 Ｇ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は 25 。

㋐
　
企 業 ㋑

　
製 造 者 ㋒
　
消 費 者 ㋓
　
過 失 行 為 者 ㋔
　
保 険 加 入 者

問 10
　
傍 線 部 ⑴ 「 自 己 決 定 の 道 徳 的 優 位 性 」 と あ る が 、 ど う い う こ と か 。 そ の 説 明 と し て 最 も 適

当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 26 。

㋐
　
他 人 に 決 め て も ら う よ り 自 分 で 決 め た ほ う が 後 悔 し な い も の だ と い う こ と 。

㋑
　
自 分 で 決 め れ ば 結 果 を 自 分 の 責 任 と し て 引 き 受 け る よ う に な る と い う こ と 。

㋒
　
自 分 の 意 思 を 明 確 に 持 っ て 決 断 す る こ と こ そ が 潔 い あ り か た だ と い う こ と 。

㋓
　
教 育 的 効 果 や 動 機 づ け と い う 積 極 的 な 観 点 が 自 己 決 定 に は 必 要 だ と い う こ と 。

㋔
　
自 己 決 定 に お い て は そ の 時 点 で の 社 会 道 徳 が 強 く 影 響 す る と い う こ と 。

問 11
　
傍 線 部 ⑵ 「 霧 消 」 を 下 に し た 四 字 熟 語 を 作 る と き 、 上 に く る も の は 何 か 。 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う

ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 27 。

㋐
　
森 羅 ㋑
　
無 我 ㋒
　
五 里 ㋓
　
雲 散 ㋔
　
融 解
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問 12
　
傍 線 部 ⑶ 「 爆 弾 が つ い に 不 発 に 終 わ （ る ） 」 と あ る が 、 ど う い う こ と か 。 そ の 説 明 と し て

最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 28 。

㋐
　
責 任 を 問 う 対 象 が 何 な の か 結 局 分 か ら な い と い う こ と 。

㋑
　
関 係 者 間 で 互 い に 責 任 を 問 う こ と が 続 く ま ま だ と い う こ と 。

㋒
　
勇 気 が な く 責 任 を 問 え な い ま ま に な っ て し ま う と い う こ と 。

㋓
　
自 分 だ け で 責 任 を か ぶ っ て し ま う 結 果 に な る こ と 。

㋔
　
責 任 を 問 う こ と 自 体 を 自 ら 放 棄 し て し ま う こ と 。
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第 三 問 次 の 問 い （ 問 １ 〜 ３ ） に 答 え よ 。

問 １
　
次 の ⑴ ・ ⑵ の 空 欄 に 入 る 熟 語 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 各 群 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 、 そ れ ぞ

れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 、 ⑴ は 29 ・ ⑵ は 30 。

⑴
　 　

事 実 と し て 認 め ざ る を 得 な い 。

㋐
　
帰 省 ㋑

　
奇 声 ㋒
　
規 制 ㋓
　
既 成 ㋔
　
寄 生

⑵
　
先 方 の

　

を 汲
く

む 。

㋐
　
遺 構 ㋑
　
意 向 ㋒
　
威 光 ㋓
　
偉 功 ㋔
　
移 行

問 ２
　
次 の ⑴ ・ ⑵ の 四 字 熟 語 の 意 味 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 各 群 の ㋐ 〜 ㋔ の う ち か ら 、 そ れ ぞ

れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 、 ⑴ は 31 ・ ⑵ は 32 。

⑴
　
悲 憤 慷
こ う

慨
が い

㋐
　
悲 し み い き ど お り 、 世 の 不 義 不 正 を 嘆 く こ と 。

㋑
　
悲 し み を 乗 り 越 え 、 全 力 を 尽 く し て 事 に あ た る こ と 。

㋒
　
堂 々 と 勇 ま し く 目 標 に 向 か っ て 突 き 進 む こ と 。

㋓
　
将 来 の 成 功 を 期 し て 、 長 い 間 苦 労 す る こ と 。

㋔
　
た ゆ ま ぬ 努 力 で 大 き な 事 業 を 成 し 遂 げ る こ と 。

⑵
　
和 光 同
ど う

塵
じ ん

㋐
　
お だ や か な 気 分 が 、 い っ ぱ い に 満 ち て い る こ と 。

㋑
　
ゆ と り が 十 分 に あ っ て 、 ゆ っ た り と し て い る こ と 。

㋒
　
徳 や 智 恵 を や わ ら げ 隠 し て 、 俗 世 間 に ま じ る こ と 。

㋓
　
世 俗 の 煩 わ し さ を 離 れ て 、 ゆ っ た り と 生 活 を す る こ と 。

㋔
　
世 間 か ら 注 目 さ れ 、 お だ や か な 気 持 ち で 暮 ら す こ と 。
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問 ３
　
次 の ⑴ ・ ⑵ の 慣 用 表 現 の 空 欄 に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 各 群 の ㋐ 〜 ㋕ の う ち か

ら 、 そ れ ぞ れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 、 ⑴ は 33 ・ ⑵ は 34 。

⑴
　
立 つ 鳥

　

を 濁 さ ず （ 退
ひ

き 際
ぎ わ

が 潔 く き れ い で あ る こ と の た と え ）

㋐
　
水 ㋑

　
跡 ㋒
　
川 ㋓
　
海 ㋔
　
下 ㋕
　
足 下

⑵
　 　

の 尾 を 踏 む （ き わ め て 危 険 な さ ま ）

㋐
　
獅
し

子
し

 ㋑
　
蛇 ㋒
　
犬 ㋓
　
竜 ㋔
　
蜥

と か げ
蜴 ㋕
　
虎
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