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問 題 一 （ 一 〇 〇 点 ）

次 の 文 章 を 読 ん で 、 設 問 に 答 え な さ い 。

懐 古 の 意 味 は ど こ に あ る か

懐 古 と い う の は こ の 新 世 紀 の 冒 頭 を 飾 る キ ー ワ ー ド の ひ と つ に な っ た よ う だ 。 こ れ

は 前 世 紀 末 か ら の こ と だ が 、 ま ず は 江 戸 時 代 ブ ー ム と い う も の が あ っ た 。 二 〇 年 超 す

の に ま だ 衰 え ぬ 。 こ の ご ろ は 昭 和 三 〇 年 代 回 顧 の 花 盛 り で あ る 。 こ う い っ た 現 象 の 意

味 す る と こ ろ は 誰 の 目 に も 明 ら か だ と 思 う 。 人 び と は 確 か に 社 会 の 仕 組 み か ら 街 並 み

の 様 子 、 自 分 た ち の 表 情 や 声 音 ま で 激 変 し て し ま っ た 現 状 に 、 な に か 脅 か さ れ せ き 立

て ら れ て い る の だ 。

そ う い う 懐 旧 の 感 情 は つ い こ の あ い だ ま で 、 退 嬰 的 か つ 反 動 的 と し て 一 蹴 さ れ る の

が ふ つ う だ っ た け れ ど 、 い ま で は そ う は い か な い 。 親 殺 し 子 殺 し が 続 発 す る よ う な 今

日 の 世 相 に た だ ご と な ら ぬ 感 じ を 抱 く の は 、 人 と し て 当 然 の こ と で は な い か 。 む ろ

ん 、 親 殺 し 子 殺 し は む か し か ら あ っ た し 、 だ か ら こ そ 江 戸 時 代 で は 、 前 者 は 特 に 重 罪

と さ れ て い た 。 だ が 、 昨 今 の 親 子 の 殺 し 合 い の 様 相 は 、 む か し か ら あ っ た で は す ま さ

れ ぬ 異 様 さ を 呈 し て い て 、 そ の こ と に 気 づ か ぬ ふ り を し よ う と い う の は 土 台 無 理 な 話

な の で あ る 。

こ の ご ろ の 社 会 と 人 間 の 変 貌 に は 、 娑 婆 は い つ も 変 わ っ て い く も の だ し 、 そ の 変 化

は 多 少 の 弊 害 は 伴 う に し て も 結 局 は 福 利 を も た ら す の だ と い っ た 、 こ れ ま で は 通 用 し

た か も し れ ぬ 言 説 を 一 切 無 効 に し て し ま う よ う な 、 な に か 根 本 的 に 怖 ろ し い と こ ろ が

あ る 。 そ の こ と に 気 づ い て い れ ば こ そ 、 人 び と は 過 去 を 振 り 返 ら ず に は お れ ぬ の で は

あ る ま い か 。 だ と す れ ば 懐 古 が 逃 避 で あ る は ず は な く 、 む し ろ 現 代 と い う 一 種 の 地 獄

か ら の 脱 出 の 第 一 歩 で す ら あ り う る は ず な の だ 。

だ が 、 何 が 怖 ろ し い と い う の か 。 お れ は 一 向 に 怖 ろ し く は な い ぞ と お っ し ゃ る 方 に

は 申 し 上 げ る 言 葉 が な い に し て も 、 何 を も っ て 現 代 文 明 を 異 常 と す る か と い う 点 で 、

私 は も う 少 し 具 体 的 な 話 を し な け れ ば な ら な い の だ ろ う 。 し か し 、 そ れ は 追 い 追 い 小

出 し に す る こ と に し て 、 い ま は ふ た つ の 例 を 挙 げ て お こ う 。
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ひ と つ は 、 あ っ と い う 間 に 必 要 欠 く べ か ら ざ る 小 道 具 と な っ た ケ ー タ イ の こ と だ 。

い っ た い あ れ は 何 な の か 。 便 利 な こ と は わ か る 。 写 真 も 撮 れ れ ば 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の

機 能 も あ る と い う 。 だ が 、 ど こ に 居 て も 連 絡 が と れ る 便 利 さ は 公 衆 電 話 が 街 角 や オ

フ ィ ス や 乗 り も の に 完 備 さ れ れ ば す む こ と だ し 、 写 真 は カ メ ラ で 撮 れ ば よ い し 、 街 を

歩 き な が ら ネ ッ ト を 検 索 す る 必 要 は な い 。 あ ん な も の が な く て も 世 の 中 は 十 分 間 に

合 っ て い た の だ 。 そ れ が い ま で は 、 街 頭 で も 電 車 の 中 で も 、 い っ せ い に 顔 の 前 に 短 冊

み た い な も の を お っ 立 て て 、 し き り に 画 面 を 変 換 し な が ら じ っ と 見 入 っ て い る 。 実 に

異 様 で 実 に お か し い 。 だ が 、 笑 っ た 次 に は 怖 ろ し く な る 。

電 車 に 乗 り 込 む と す ぐ に ケ ー タ イ を 取 り 出 し て 、 乗 っ て い る 間 ず っ と パ チ パ チ や っ

て い る 女 子 高 校 生 を こ な い だ 見 か け た 。 不 幸 と い う 名 を 画 に 描 い た よ う だ っ た 。 こ の

人 は 家 に 帰 っ て も パ ソ コ ン の 画 面 を 見 入 っ た り 、 そ れ に 何 か 書 き こ ん だ り し て 時 を 過

ご す の だ ろ う か 。 つ ま り こ の 子 は ケ ー タ イ や パ ソ コ ン の 画 面 と だ け つ き あ っ て 生 き て

い く 方 が 楽 な の だ 。 こ れ が 怖 ろ し く な い な ら 、 世 の 中 に 怖 ろ し い も の は な い 気 が す る

が ど う だ ろ う 。

あ ん た は も の を 知 ら な い の で 、 ケ ー タ イ や パ ソ コ ン は 若 い 人 に は 連 帯 の 手 段 な の だ

よ 、 た が い に 会 っ た こ と も な い 人 間 と コ ン タ ク ト し て 大 い に 盛 り 上 が っ た り し て い る

の だ よ と 教 え た い 方 も い る か も し れ ぬ 。 そ れ は 私 も 承 知 は し て い る の で 、 こ な い だ テ

レ ビ で ケ ー タ イ に よ る い じ め と い う 話 を や っ て い た 。 自 分 の 知 ら ぬ と こ ろ で デ マ に 類

す る 情 報 が 書 き こ ま れ 、 あ っ と い う 間 に 拡 大 す る 。 そ ん な い じ め に な ぜ 加 担 す る の か

と 問 わ れ た 高 校 生 は 、 盛 り 上 が る の が 楽 し い し 連 帯 感 が 生 ま れ る と 答 え て い た 。

こ の 盛 り 上 が る と い う の も 以 前 の 日 本 人 な ら ま ず は 使 わ な い 言 葉 だ っ た 。 私 は 近 ご

ろ の 球 場 風 景 を 思 い 出 し た 。 誰 か 指 揮 し て い る ふ う で も な い の に 、 い っ せ い に メ ガ

フ ォ ン み た い な の を 振 り 回 し か け 声 を そ ろ え て 、 ま る で 訓 練 さ れ た 応 援 団 で あ る 。 こ

れ が 盛 り 上 が り で あ り 連 帯 な の だ ろ う 。 ア メ リ カ の 球 場 で 見 ら れ ぬ と こ ろ で あ り 、 日

本 の 球 場 で も 高 校 野 球 以 外 は む か し は な か っ た 光 景 で あ る 。 操 ら れ て 共 同 動 作 を す る

の が 楽 し い の で 、 戦 後 日 本 人 が 個 人 に な っ た な ど と い う 話 が 嘘 の 木 葉 で あ る こ と が こ

れ で わ か る 。 こ ん な ふ う に 盛 り 上 が ら な く て は 楽 し く な れ ぬ 時 代 、 こ れ は 怖 い 時 代 で

は な い の だ ろ う か 。

ふ た つ 例 を 挙 げ た だ け で 私 は 気 分 が 悪 く な っ た 。 私 に と っ て 現 代 は 実 に い や な 時 代
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だ 。 だ け れ ど も 、 い や な こ と を つ ま み あ げ て 八 つ 当 た り し た っ て 少 し も 楽 し く は な

い 。 自 分 が 老 い ぼ れ て 新 し い 現 象 に つ い て い け な い だ け じ ゃ な い の か と い う 反 省 も む

ろ ん あ る 。 だ が 、 こ の ご ろ の 世 の 中 が と て も 変 だ と い う の は 、 私 の よ う な 老 い ぼ れ だ

け が 感 じ て い る の で は な く 、 ま だ 若 い 人 び と が そ う 言 い 出 し て い る の だ 。 肝 心 な の は

こ の 変 な 世 の 中 が 、 近 代 以 来 人 間 が 追 求 し 獲 得 し て き た 物 事 の 集 積 の 結 果 だ と い う こ

と で あ る 。 さ ら に 、 そ の 集 積 の 結 果 が 実 は 人 間 の 解 放 と 福 祉 を 願 っ た 一 大 奮 闘 努 力 の

な せ る わ ざ な の か も し れ ぬ と い う こ と な の だ 。

わ れ わ れ は 何 を 願 い 何 を 希 ん だ あ げ く 今 日 の よ う な 事 態 を も た ら し た の か 。 数 年 前

亡 く な っ た イ ヴ ァ ン ・ イ リ イ チ は 最 善 の も の の 堕 落 は 最 悪 で あ る と い う 警 句 を あ と に

遺 し た 。 最 も よ き 意 図 が 最 も 悪 し き 結 果 を 生 む と い う こ の 逆 説 は 、 果 た し て 近 代 の 歴

史 に よ っ て 実 証 さ れ る の だ ろ う か 。 過 去 を の ぞ き こ む の は む ず か し い 。 自 分 の 属 す る

現 代 の 思 考 枠 に 従 っ て 過 去 を 裁 く の な ら 、 む し ろ の ぞ き こ ま ぬ に し く は な い 。 過 去 は

な つ か し む も の と し て あ る の で は な く 、 わ れ わ れ を 驚 か す も の と し て 存 在 す る 。 江 戸

ブ ー ム に し た っ て 昭 和 三 〇 年 代 ブ ー ム に し た っ て 、 過 去 の 姿 に 驚 い た か ら こ そ ブ ー ム

に な っ た の だ 。 当 然 視 さ れ る 現 代 の 価 値 観 を 揺 る が す も の が そ こ に あ っ た 。 懐 古 の 意

味 は そ の 点 に あ っ た の で あ る 。

【 出 典 】 渡 辺 京 二 『 未 踏 の 野 を 過 ぎ て 』 （ 弦 書 房 、 二 〇 一 一 年 ）

設 問 一 「 懐 古 」 が 社 会 的 な ブ ー ム に ま で な る こ と の 意 味 を 著 者 は ど の よ う に 考 え て

い る か 、 三 〇 〇 字 以 内 で ま と め な さ い 。

設 問 二 著 者 は 「 私 に と っ て 現 代 は 実 に い や な 時 代 だ 」 と 言 う 。 現 代 社 会 に 対 す る 著

者 の こ の よ う な 「 違 和 感 」 を ど う 思 う か 、 あ な た の 考 え を 五 〇 〇 字 以 内 で ま

と め な さ い 。
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問題 2（100 点）

日本の生活保護に関する以下の資料をもとに，次の設問に答えなさい。

設問 1 図 1－ 1と図 1－ 2，図 2－ 1と図 2－ 2，図 3－ 1と図 3－ 2から何が読

み取れるか，それぞれ 50字以内で説明しなさい。

設問 2 全体を通して日本の生活保護の特徴として何がいえるか，高齢社会の問題と

絡めて，450字以内で論じなさい。

【出典】第一法規『平成 25年度　保護のてびき』

厚生労働省『福祉行政報告例』

総務省『人口推計年報』
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注）保護率とは，1000人当たりの被保護人員数。

　　‰は，1000分の 1とする単位。

図 1− 1　保護率の推移
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図 1− 2　市部・郡部別被保護人員の推移
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図 2− 1　世帯類型別被保護世帯数の構成比の推移（単位：％）
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図 2− 2　世帯人員別世帯数の構成比の推移（単位：％）
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図 3− 1　年齢階級別被保護人員の構成比（単位：％）
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図 3− 2　年齢階級別一般人口の構成比（単位：％）
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