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問 題 は 一 〇 〇 点 満 点 で 作 成 し て い ま す 。

Ⅰ 次 の 波 線 部 ① 〜 ⑤ の カ タ カ ナ を そ れ ぞ れ 漢 字 に 直 し な さ い 。 （ 一 〇 点 ）

① 祖 母 の 容 態 が 急 変 し て ジ ュ ウ ト ク な 状 態 に 陥 る 。

② 母 は 事 態 の 思 わ ぬ 展 開 に コ ン ワ ク し た 。

③ 妹 は 決 勝 戦 で 惜 敗 し て 大 い に ラ ク タ ン し た 。

④ 父 が 会 社 の 大 切 な 資 料 を フ ン シ ツ し た 。

⑤ 兄 が カ ン ゲ ン に 釣 ら れ て 不 利 な 契 約 を 結 ん で し ま っ た 。

問 題 ・ 解 答

用 紙 番 号 32 の 解 答 用 紙 に 解 答 し な さ い 。

国 語

〈 受 験 学 部 〉

看 護 学 部 、 農 学 部 【 理 系 科 目 型 】
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Ⅱ 次 の 文 章 を 読 ん で 、 後 の 問 い に 答 え な さ い 。 な お 、 解 答 に 句 読 点 等 の 記 号 が あ る 場 合 は 、 そ

れ も 字 数 に 含 む も の と す る 。 （ 四 四 点 ）

近 代 化 、 そ し て 産 業 化 に よ っ て 、
1

男 性 と 女 性 の 間 で 領 域 分 離 が 起 こ っ た と い う の が ジ ェ ン ダ ー 史

研 究 上 の 通 説 と な っ て 久 し い 。 前 近 代 に お い て は 、 家 庭 が 職 場 を 兼 ね る 場 合 が 多 く 、 血 縁 関 係 の な

い 拡 大 家 族 や 、 徒 弟 制 度 下 の 「 従 業 員 」 た ち が 一 つ 屋 根 の 下 で 暮 ら す こ と は め ず ら し く な か っ た 。

近 代 に お け る 産 業 革 命 に よ っ て 、 男 性 が 「 パ ン の 稼 ぎ 手 」 と し て 工 場 な ど の 職 場 で 賃 労 働 し 、 ま た

一 家 の 主 と し て 政 治 に た ず さ わ る 性 、 対 す る 女 性 が 家 庭 内 で 家 事 や 育 児 を 担 う 性 と 規 定 さ れ 、 「 公

的 な 」 男 性 の 領 域 と 「 私 的 な 」 女 性 の 領 域 と し て そ れ ぞ れ が 分 離 さ れ て い っ た 、 と い う の が 「 領 域

分 離 」 で あ る 。

換 言 す れ ば 、
2

近 代 化 が 進 ん だ 産 業 革 命 期 に 、 ア メ リ カ 北 部 で は 前 近 代 的 な 家 族 ・ 労 働 シ ス テ ム が

瓦 解 し 、 職 場 と 家 庭 が 分 離 さ れ た こ と に と も な っ て 、 （ 男 性 は 仕 事 、 女 性 は 家 事 育 児 を 担 う べ き で

あ る と い う ） 男 女 の 性 別 役 割 分 業 が 確 立 し た 。 資 本 主 義 経 済 の 導 入 期 で も あ り 、 男 性 の 領 域 が 、 パ

ま み

イ の 取 り 分 を め ぐ っ て 競 争 す る （ 欲 に 塗 れ た ） 世 俗 的 で 公 的 な 空 間 で あ る と 認 識 さ れ た の に 対 し て 、

女 性 の 領 域 と さ れ た 「 家 庭 」 は 、 女 性 の 生
�

来
�

の
�

特 性 と 愛 情 に よ っ て 無 償 労 働 が 行 わ れ る （ そ し て 帰

宅 し た 男 性 が 癒 さ れ る ） 私 的 な 空 間 と し て 聖 域 化 さ れ た の で あ る 。

特 に 、 ア メ リ カ の 一 九 世 紀 前 半 に は 、 北 部 白 人 中 産 階 級 の プ ロ テ ス タ ン ト の 影 響 に よ り 、 恋 愛 と

結 婚 、 再 生 産 活 動 で あ る 生 殖 行 為 を す べ て 同 じ 異 性 の パ ー ト ナ ー と 行 う べ き と す る い わ ゆ る 「 三 位

一 体 」 の 言 説 が 出 現 し た 。 も ち ろ ん 、 実 際 に は 公 的 領 域 と 私 的 領 域 の 間 に は 重 な り も 存 在 す る し 、

男 性 の 領 域 と さ れ る 公 的 領 域 に 様 々 な 理 由 や 方 法 で 参 入 す る 女 性 た ち も 存 在 す る 。 し か し な が ら 、

領 域 分 離 は イ デ オ ロ ギ ー で あ る た め に 、 「 規 範 」 と し て 作 用 す る 。 規 範 に そ ぐ わ な い 存 在 は 、 異

端 ・ 異 常 と し て 社 会 に よ る 負 の レ ッ テ ル を 貼 付 さ れ る こ と に な る 。 時 代 は 遡 る が 植 民 地 期 の ニ ュ ー

イ ン グ ラ ン ド の 「 魔 女 狩 り 」 や
＊
ア ン ・ ハ ッ チ ン ソ ン 裁 判 の よ う に 、 当 時 の 家 父 長 制 に お け る 女 性 の

規 範 で あ る 「 善 良 な 妻 」 の 定 義 か ら は ず れ 、 領 域 を は み 出 す 女 性 た ち が 社 会 か ら 制 裁 を 受 け た 事 例

も 存 在 す る 。

ま た 「 売 春 婦 」 の 語 源 が 「 公 的 な 女 性 」 で あ る よ う に 、 当 時 、 対 置 さ れ る 「 淑 女 」 は 私 的 領 域 に

と ど ま る べ き で あ る と い う 規 範 が 存 在 し て い た 。 一 九 世 紀 半 ば に リ ス ペ ク タ ブ ル な 階 級 に 属 す る 北

ア ボ リ シ ョ ニ ス ト

部 の 奴 隷 制 廃 止 主 義 者 の 女 性 た ち の 間 で も パ ブ リ ッ ク な 場 で 自 ら の 意 見 を 述 べ る か ど う か を め ぐ っ

て 葛 藤 が あ っ た と 言 わ れ て い る が 、 こ れ は 同 じ 理 由 に 基 づ い て お り 、 公 共 に お け る ス ピ ー チ 行 為 は

淑 女 の 定 義 か ら の 逸 脱 と み な さ れ て き た か ら で あ っ た 。

北 部 の 都 市 部 出 身 で 教 育 を 受 け た 中 産 階 級 の ア ボ リ シ ョ ニ ス ト 女 性 の 多 く が 、 南 北 戦 争 中 に 奴 隷

解 放 が 大 義 と な っ た 北 部 連 邦 軍 支 援 の 一 環 と し て 、 南 部 の 北 軍 占 領 地 へ 赴 き 、 解 放 奴 隷 の 救 助 活 動
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に あ た っ た 。 そ の な か で も 最 初 期 の 試 み は 「 ポ ー ト ・ ロ イ ヤ ル の 実 験 」 と 呼 ば れ 、 後 の 連 邦 政 府 に

よ る 南 部 再 建 の モ デ ル と な っ た と 言 わ れ て い る 。 こ の と き 、 医 療 や 食 料 物 資 の 支 援 と ほ ぼ 同 時 に 着

手 さ れ た の が 、 読 み 書 き 算 術 等 の 生 活 に お け る 基 本 的 知 識 を 教 授 す る た め の 解 放 民 学 校 に お け る 教

育 で あ る 。 こ れ ら の 解 放 民 学 校 は 現 在 の 歴 史 的 黒 人 大 学 の 前 身 と な っ た 。

し か し 、 こ れ ら の 解 放 民 学 校 で 教 鞭 を と っ た 北 部 出 身 の リ ス ペ ク タ ブ ル な 階 級 に 属 す る 白 人 女 性

レ イ デ ィ

た ち は 「 淑 女 」 で あ り な が ら も 、 学 校 と い う 公 的 空 間 （ 男 女 が 共 学 す る 教 室 内 は 公 的 空 間 と な る ）

や ゆ

に お い て 発 言 す る 姿 が 反－ 淑 女 的 で あ る た め に 、 「 ヤ ン キ ー ・ ス ク ー ル ・ マ ダ ム 」 と 揶 揄 さ れ た 。

ヤ ン キ ー と は 南 部 人 に よ る 北 部 人 の 蔑 称 で あ り 、 南 部 で は 特 に 教 師 職 は 尊 敬 に 値 す る 地 位 の 職 業 と

は み な さ れ て い な か っ た こ と か ら 、 そ の よ う な 仕 事 に つ く マ ダ ム た ち と い う こ の ニ ッ ク ネ ー ム は 侮

蔑 的 に 使 用 さ れ た 。

し か も 彼 女 た ち は 、 自 ら の 教 育 や 教 養 を 盾 に し て 、 奴 隷 制 廃 止 主 義 の 実 際 の 政 治 に 南 部 の 現 場 に

あ お

お い て 参 入 し た こ と に よ っ て 、 南 部 社 会 か ら の 反 発 の 煽 り を 直 に 受 け る こ と に な っ た 。 奴 隷 制 に 基

づ く 南 部 独 自 の 家 父 長 制 社 会 の な か に お い て 、 彼 女 た ち 解 放 民 学 校 教 師 は 、 ま さ に 「 公 的 な 女 性 」

で あ る た め に 攻 撃 の 対 象 と な っ た の で あ る 。 事 実 、 Ｋ Ｋ Ｋ な ど の 暴 力 的 白 人 至 上 主 義 者 ら は 、 解 放

民 学 校 、 教 師 、 生 徒 を 当 初 か ら 攻 撃 の 対 象 と し 、 被 害 は 当 時 か ら 深 刻 で あ っ た 。 再 建 期 に お け る 黒

人 男 性 の 参 政 権 な ど の 市 民 権 獲 得 を 快 く 思 わ な い 人 々 は 、 ソ ー シ ャ ル ・ ダ ー ウ ィ ニ ズ ム や 優 生 学 の

こ ん こ う

影 響 も あ り 、 異 人 種 間 の 混 淆 を ア メ リ カ 国 家 の 退 化 で あ る と 憂 慮 し た 。 特 に 白 人 女 性 教 師 と 黒 人 男

性 生 徒 の 教 室 内 で の 接 触 は タ ブ ー 視 さ れ 、 根 も 葉 も な い 噂 が 広 め ら れ て 女 性 教 師 が 異 動 や 辞 職 を 強

い ら れ る こ と も し ば し ば あ っ た 。 こ れ ら の 事 例 が 示 唆 す る の は 、 南 北 戦 争 や 再 建 期 に お け る 民 衆 史

を 理 解 す る た め に 、 人 種 や セ ク シ ョ ナ リ ズ ム （ 地 域 間 の 対 立 ） だ け で は な く 、 ⅰ

の 視 点 か ら の 考 察 も 欠 か せ な い と い う こ と で あ る 。

一 九 世 紀 に 関 す る
①
パ イ オ ニ ア 的 な 米 国 ジ ェ ン ダ ー 史 研 究 は 、 領 域 分 離 の う ち 、 女 性 の 領 域 内 が 規

範 化 さ れ た も の が 「 真 の 女 性 ら し さ イ デ オ ロ ギ ー 」 と し て 一 八 三 〇 〜 六 〇 年 代 に 定 着 し た こ と を 明

ら か に し た 。 女 性 史 研 究 者 で あ る バ ー バ ラ ・ ウ ェ ル タ ー は こ の イ デ オ ロ ギ ー を 構 成 す る 要 素 と し て 、

家 庭 ら し さ 、 従 順 さ 、 敬 虔 さ 、 純 潔 性 の 四 つ を あ げ た 。

現 代 の 読 者 は 「 女 性 ら し さ 」 、 「 男 性 ら し さ 」 に つ い て 問 わ れ た 場 合 、 ど の よ う な 特 徴 を 思 い 浮 か

べ る だ ろ う か 。 あ る い は 、 こ の よ う な 男 女 の 二 分 法 的 な 問 い か け や 、 当 然 ○ ○ で あ る べ き と 社 会 が

個 人 に 要 求 す る 無 言 の 圧 力 、 ま た は 「 眼 差 し 」 自 体 に 違 和 感 を 覚 え る 人 も い る か も し れ な い 。 規 範

や 基 準 を 一 方 的 に 押 し つ け ら れ る と き に 感 じ る 「 も や も や 」 を 放 っ て お か ず に 、 ま た そ の 原 因 を 個

人 の 内 面 に 探 り 、 個 人 に 責 任 転 嫁 す る の で も な く 、 歴 史 ・ 文 化 ・ 社 会 の コ ン テ ク ス ト の な か で そ れ

ら の 生 成 過 程 を 理 解 す る こ と に よ っ て 、 現 状 の 問 題 解 決 の た め の ヒ ン ト を 得 ら れ る か も し れ な い 。

再 び 一 九 世 紀 半 ば に 戻 ろ う 。 ウ ェ ル タ ー が 明 ら か に し た 「 真 の 女 性 ら し さ 」 イ デ オ ロ ギ ー は ど の
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よ う に 機 能 し て い た の で あ ろ う か 。 結 論 を 先 に 述 べ れ ば 、 真 の 女 性 ら し さ と い う ジ ェ ン ダ ー に よ る

イ デ オ ロ ギ ー 作 用 を 理 解 す る に あ た っ て 、 人 種 や 階 級 を
②

度 外 視 す る こ と は で き な い 。 ま ず 、 こ れ ま

で の 女 性 史 研 究 者 が 単 に 「 女 性 」 と 述 べ た 際 の 、 こ の カ テ ゴ リ ー 内 の 多 様 性 を 考 慮 す る 必 要 が あ る

だ ろ う 。 「 真 の 女 性 ら し さ 」 と い っ て も 、 こ れ が 問 題 な く 当 て は ま る （ べ き ） と 想 定 さ れ た の は 、

ま ず は 白 人 （ ヨ ー ロ ッ パ 系 ） の 中 産 階 級 の 女 性 た ち で あ っ た 。 こ の よ う な 人 種 、 階 級 の 範 疇 外 の 女

性 た ち に は 、 こ の イ デ オ ロ ギ ー が 基 準 と し て 必 ず し も 適 用 さ れ て は い な い 例 と し て 、 ジ ェ ニ

フ ァ ー ・ モ ー ガ ン の 研 究 に よ る イ ギ リ ス 植 民 地 下 に お け る ア フ リ カ 人 女 性 の イ メ ー ジ が あ る 。 ア フ

リ カ 人 ・ 先 住 民 の 女 性 た ち は 、 農 作 業 に 従 事 す る 労 働 者 で あ る と 同 時 に 子 を 産 み 育 て る 母 親 と し て 、

リ プ ロ ダ ク シ ョ ン

二 種 類 の （ 再 ） 生 産 活 動 を 行 う こ と の 可 能 な 特 定 の 人 種 ・ 階 級 の 女 性 と し て 描 か れ 、 公 私 両 方 の 領

域 に 配 置 さ れ て い た 。

ア ボ リ シ ョ ニ ス ト3
南 部 奴 隷 制 を 糾 弾 す る 北 部 の 奴 隷 制 廃 止 主 義 者 た ち は 、 ま さ に こ の 点 か ら 奴 隷 制 の 「 悪 」 を 追 及

し た の で あ っ た 。 彼 女 た ち ア ボ リ シ ョ ニ ス ト は 、 奴 隷 化 さ れ た 黒 人 女 性 た ち が 家 庭 性 を 奪 わ れ 、

「 中 途 半 端 に し か 文 明 化 さ れ て い な い 」 状 態 を 深 刻 な 問 題 で あ る と 指 摘 し た 。 例 と し て 、 全 国 解 放

民 救 済 協 会 に よ っ て 北 部 か ら 派 遣 さ れ て 南 部 で 元 奴 隷 た ち の 救 助 や 教 育 活 動 に 夫 と と も に 従 事 し た

フ レ ン チ 夫 人 は 、 サ ウ ス カ ロ ラ イ ナ 州 の 奴 隷 制 と 元 奴 隷 に 関 す る 著 書 （ 一 八 六 二 年 刊 行 ） の な か で 、

奴 隷 の 女 性 た ち が 「 男 性 と 同 じ よ う に 働 か さ れ て い る こ と に 」 驚 愕 し て い る 。 そ し て 「 女 性 と 文 明

化 」 と 題 す る 章 の な か で 、 北 部 ニ ュ ー イ ン グ ラ ン ド 出 身 の 女 性 た ち が 、 解 放 民 女 性 た ち に 「 文 明 化

さ れ 洗 練 さ れ た 様 式 で 生 活 で き る よ う に な る た め に 」 適 切 な 家 事 の 方 法 を い か に 懸 命 に 教 え て い る

か を 強 調 し た 。

南 北 戦 争 の 初 期 に 北 部 が 占 領 し た 南 部 地 域 に お い て 、 こ の よ う に 解 放 民 の 援 助 ・ 教 育 活 動 に 従 事

し た 北 部 出 身 の 女 性 た ち は 、 解 放 民 女 性 が 北 部 ニ ュ ー イ ン グ ラ ン ド 式 の 家 事 の 知 識 や 技 術 を 身 に 着

け て 初 め て 、 奴 隷 解 放 が 真 に 達 成 さ れ る と 認 識 し て い た 。 こ の こ と か ら 、 女 性 と い う ジ ェ ン ダ ー に

割 り 振 ら れ た 「 適 切 な 」 役 割 （ こ こ で は 家 事 ） を 担 え る こ と が 、 文 明 化 や 進 歩 と 結 び つ け ら れ て 理

解 さ れ て い る こ と が わ か る 。 彼 女 た ち ア ボ リ シ ョ ニ ス ト の 主 張 と 活 動 は 、 当 時 、 す で に 一 般 に も 広

く 普 及 し て い た 「 真 の 女 性 ら し さ 」 イ デ オ ロ ギ ー に 基 づ い て 展 開 さ れ た が ゆ え に 、 説 得 的 で あ っ た

と 言 え る 。

こ こ ま で 読 み 進 め て き た 読 者 は 、 解 放 民 女 性 に 家 事 の 方 法 に つ い て 教 示 す る 北 部 出 身 の ア ボ リ

シ ョ ニ ス ト 女 性 た ち は 、 家 事 の エ キ ス パ ー ト だ っ た で あ ろ う と 想 像 す る か も し れ な い 。 お も し ろ い

こ と に 、 実 は 彼 女 た ち の 大 半 は 家 事 が 不 得 意 ど こ ろ か 、 大 嫌 い で あ っ た よ う で あ る 。 彼 女 た ち の 日

記 に は 、 女 性 で あ る た め に 家 事 を 行 わ な く て は な ら な い こ と へ の 不 満 が 綴 ら れ て い る 。 一 八 六 二 年

の あ る 日 の ス ー ザ ン ・ ウ ォ ー カ ー の 日 記 を の ぞ い て み よ う 。
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昨 日 は 私 に と っ て 大 変 な 日 で し た 。 私 が ポ ー ト ・ ロ イ ヤ ル に 来 て 以 来 、 最 も 大 変 な 日 で 、 疲

労 困 憊 で 、 意 気 消 沈 し て し ま い ま し た 。 （ 中 略 ） 三 人 の 淑 女 と 数 人 の 紳 士 を 私 が ﹇ 料 理 を し て ﹈

も て な さ な く て は な ら な か っ た の で す 。 ピ ア ー ス 氏 は 非 常 に 親 切 な 方 で 贅 沢 な ほ ど た く さ ん の

食 糧 を 持 っ て き て く れ ま し た 。 そ し て 、 彼 は 美 味 し い お 料 理 が 大 好 き な の で す 。 そ れ を 好 ま な

い 人 が い る で し ょ う か 。 私 も 大 好 き で す が 、 自 ら 美 味 し い お 料 理 を 準 備 す る の は 好 き で は な い

で す 。 も し 私 た ち に よ い 給 仕 人 が い れ ば 、 嫌 で 面 倒 な 家 事 を 任 せ て 、 教 育 や 説 教 の よ う に 、 こ

れ ら の と も に 毎 日 求 め ら れ て い る も っ と 重 要 な 仕 事 の た め に 貴 重 な 時 間 を 割 く こ と が で き る の

に … …

ウ ォ ー カ ー は 、 最 初 期 の 解 放 民 学 校 で あ る ペ ン 学 校 の 校 長 を 務 め た ロ ー ラ ・ タ ウ ン と い う 北 部 出

身 の 白 人 女 性 も 同 様 に 家 事 が 大 嫌 い で あ っ た と 記 録 し て い る 。 こ れ ら の 北 部 出 身 の 白 人 女 性 た ち は 、

や が て 解 放 民 女 性 を 自 宅 で 雇 う こ と に よ り 家 事 労 働 を 免 れ た 。

家 事 労 働 だ け が 、 北 部 出 身 の 白 人 女 性 教 師 た ち が 「 真 の 女 性 ら し さ 」 イ デ オ ロ ギ ー と 矛 盾 し た 点

で は な か っ た 。 教 師 た ち は 自 分 た ち の 生 徒 で あ る 解 放 民 に 、 婚 姻 関 係 を 結 ぶ こ と を 奨 励 し 、 頻 繁 に

結 婚 式 を 取 り 仕 切 っ た の で あ る が 、 教 師 た ち の 多 く は 独 身 で あ っ た 。 こ の 時 代 、 同 性 間 の 親 密 な 関

係 が 多 く 存 在 し て い た こ と が 近 年 の 研 究 で 明 ら か に な っ て い る が 、 先 述 し た ロ ー ラ ・ タ ウ ン の パ ー

ト ナ ー と し て 生 涯 、 南 部 の 黒 人 学 校 で 教 師 を 務 め た エ レ ン ・ マ レ ー の よ う に 同 性 同 士 の パ ー ト ナ ー

シ ッ プ に 基 づ い た 生 活 の 例 も 見 ら れ た 。 男 性 へ の 献 身 や 従 順 さ を 基 調 と す る 「 真 の 女 性 ら し さ 」 の

理 想 は 、 ネ オ ・ ア ボ リ シ ョ ニ ス ト （ 実 際 に 奴 隷 制 廃 止 と い う 目 的 が 達 成 さ れ た 後 も 、 奴 隷 制 に よ る

負 の 遺 産 を 解 消 す る た め に 解 放 民 の 援 助 ・ 教 育 活 動 等 を 継 続 し た ア ボ リ シ ョ ニ ス ト た ち の 呼 称 ） の

仕 事 や 生 活 ス タ イ ル と い う 現 実 に そ ぐ わ な か っ た と 言 え る 。

こ の よ う に 、 ネ オ ・ ア ボ リ シ ョ ニ ス ト の 女 性 た ち に よ っ て 生 き ら れ た 現 実 を 歴 史 の 文 脈 の な か で

見 て み る と 、 領 域 分 離 の 概 念 や 「 真 の 女 性 ら し さ 」 イ デ オ ロ ギ ー の 機 能 が よ り 立 体 的 に 見 え て く る 。

文 化 、 社 会 、 歴 史 の な か で 「 規 範 」 を 押 し つ け ら れ つ つ も 、 巧 み に そ れ を 利 用 し た り 、 か わ そ う と

し た り す る 例 も 多 く あ る だ ろ う 。 ジ ェ ン ダ ー の 概 念 や イ デ オ ロ ギ ー を 、 二 分 法 的 枠 組 み に と ら わ れ

ず 、 人 種 や 階 級 が 交 錯 す る あ り 様 を 視 野 に 入 れ て 、 そ の 時 ど き の 人 々 が 向 き 合 っ て い た 課 題 を 理 解

し 、 人 々 に 寄 り 添 っ て 資 料 を 読 み 解 い て い く こ と が 社 会 史 研 究 の 課 題 で も あ る 。

（ 荒 木 和 華 子 「 「 真 の 女 性 ら し さ 」 イ デ オ ロ ギ ー と ア ボ リ シ ョ ニ ス ト に よ る 解 放 民 援 助 活 動 」 一 部 改 変 ）

＊ ア ン ・ ハ ッ チ ン ソ ン 裁 判 … … 女 性 聖 職 者 ア ン ・ ハ ッ チ ン ソ ン が 、 異 端 扱 い を 受 け て 告 発 さ れ た 裁 判 。
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問 一 波 線 部 ① ・ ② の 言 葉 の 意 味 と し て 最 も 適 切 な も の を 、 次 の ア 〜 オ の う ち か ら そ れ ぞ れ 選 び な

さ い 。

① パ イ オ ニ ア

ア 学 術 に 通 達 し た 著 名 な 人

イ 知 的 な 生 産 活 動 に 従 事 す る 人

ウ 他 者 に 先 駆 け て 物 事 を な す 人

エ 集 団 を 統 率 す る 力 量 を 持 っ た 人

オ 実 績 が 評 価 さ れ て 地 位 と 名 声 を 得 た 人

② 度 外 視

ア 対 立 す る 事 例 と み な す こ と

イ 疎 ま し く 思 っ て 排 除 す る こ と

ウ 常 識 か ら の 逸 脱 と 断 じ る こ と

エ 関 係 な い も の と し て 考 慮 し な い こ と

オ 超 越 的 な 存 在 で あ る と 認 識 す る こ と

問 二 傍 線 部 1 「 男 性 と 女 性 の 間 で 領 域 分 離 が 起 こ っ た 」 と あ る が 、 「 領 域 分 離 」 と は ど う い う こ

と か 。 端 的 に 述 べ た 箇 所 を 本 文 中 か ら 十 字 以 内 で 抜 き 出 し な さ い 。

問 三 傍 線 部 2 「 近 代 化 が 進 ん だ 産 業 革 命 期 」 の 状 況 に つ い て 述 べ た 次 の ア 〜 オ の う ち か ら 、 適 切

な も の を 二 つ 選 び な さ い 。

ア 恋 愛 、 結 婚 、 生 殖 活 動 の 全 て を 、 同 一 の 異 性 の パ ー ト ナ ー と の み 行 う べ き で あ る と い う 考

え 方 が 見 ら れ る よ う に な っ た 。

イ 男 性 か ら な る 公 的 領 域 と 女 性 か ら な る 私 的 領 域 の 区 分 が 明 確 と な っ た た め 、 公 的 領 域 か ら

女 性 が 一 掃 さ れ た 。

ウ 家 父 長 制 を 首 肯 す る 考 え 方 が 支 配 的 で あ っ た た め 、 社 会 が 求 め る 女 性 像 か ら 逸 脱 し た 女 性

を 戒 め る 風 潮 が あ っ た 。

エ 女 性 は 家 庭 で の 再 生 産 活 動 が 求 め ら れ て い て 、 公 的 な 場 で の 発 言 を す る 女 性 は 「 売 春 婦 」

と 同 一 視 さ れ た 。

オ 家 庭 と 職 場 が 空 間 的 に 同 一 で あ る 場 合 が 多 く 、 賃 労 働 を 行 う 男 性 と 家 庭 を 守 る 女 性 が 協 力

し て 家 族 の 暮 ら し を 支 え て い た 。
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問 四 空 欄 ⅰ に 当 て は ま る 最 も 適 切 な 語 句 を 、 次 の ア 〜 オ の う ち か ら 選 び な さ い 。

ア 規 範 や イ デ オ ロ ギ ー

イ 職 場 や 家 庭

ウ コ ン テ ク ス ト や イ メ ー ジ

エ 教 育 や 教 養

オ ジ ェ ン ダ ー や 階 級

ア ボ リ シ ョ ニ ス ト

問 五 傍 線 部 3 「 南 部 奴 隷 制 を 糾 弾 す る 北 部 の 奴 隷 制 廃 止 主 義 者 た ち 」 は 、 解 放 民 女 性 が ど う す る

こ と が 必 要 で あ る と 考 え て い た の か 。 本 文 中 の 語 句 を 用 い て 四 十 字 以 内 で 述 べ な さ い 。

問 六 次 の ア 〜 オ に つ い て 、 本 文 の 内 容 に 合 致 し て い る も の に は ａ 、 合 致 し て い な い も の に は ｂ を

そ れ ぞ れ マ ー ク し な さ い 。

ア 南 北 戦 争 終 結 後 の 南 部 に お い て 、 奴 隷 制 か ら 解 放 さ れ た 女 性 た ち が 、 白 人 女 性 の 家 事 労 働

を 担 う 事 例 が 見 ら れ た 。

イ 十 九 世 紀 半 ば の ア メ リ カ に お け る ア フ リ カ 人 や 先 住 民 の 女 性 は 、 公 私 の 二 領 域 で 労 働 に 従

事 し て い た た め 、 今 日 の 女 性 史 研 究 で そ の 価 値 が 再 評 価 さ れ て い る 。

ウ 南 北 戦 争 後 に 南 部 に お い て 行 わ れ た 医 療 や 食 料 物 資 の 支 援 は 、 今 日 の 歴 史 的 黒 人 大 学 の 前

身 で あ る 解 放 民 学 校 で の 教 育 支 援 に つ な が っ た 。

エ 奴 隷 制 廃 止 後 も 南 部 に と ど ま っ て 社 会 変 革 を 志 し た 女 性 た ち は 、 「 真 の 女 性 ら し さ 」 と い

う 理 想 を 自 ら 実 践 し て い た と 考 え ら れ る 。

オ 北 部 出 身 の 白 人 女 性 教 師 た ち は 解 放 民 に 結 婚 を 勧 め る い っ ぽ う で 、 自 ら は 独 身 生 活 あ る い

は 同 性 の パ ー ト ナ ー と の 生 活 を 選 ぶ こ と が 多 か っ た 。
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Ⅲ 次 の 文 章 を 読 ん で 、 後 の 問 い に 答 え な さ い 。 な お 、 解 答 に 句 読 点 等 の 記 号 が あ る 場 合 は 、 そ

れ も 字 数 に 含 む も の と す る 。 （ 四 六 点 ）

か ら

進 化 的 に 獲 得 さ れ た 知 覚 や 行 為 、 知 識 、 想 像 力 な ど が 複 雑 に 絡 み 合 い な が ら 、 私 た ち の 経 験 す る

「 風 景 」 は つ く ら れ る 。 何 か を 知 る こ と 、 何 か に 出 会 う こ と は 、 す べ て こ の 「 風 景 」 の 中 の 出 来 事

で あ る 。

数 学 の 場 合 も 例 外 で は な い 。 た と え ば 「 2 」 と い う 数 字 を 思 い 浮 か べ て み る 。 そ れ は 個 々 人 の 前

に 広 が る 「 風 景 」 の 中 で 、 何 か し ら の 実 感 を 帯 び た 対 象 と し て 現 れ る だ ろ う 。
1
私 た ち は 、 純 粋 に 主

観 の 排 除 さ れ た 「 2 」 そ の も の を 経 験 す る こ と な ど で き な い 。 あ ら ゆ る 数 学 的 対 象 は 、 「 風 景 」 の

中 に 立 ち 現 れ る の だ 。

こ の こ と を 、 別 の 観 点 か ら も う 少 し 詳 し く 検 討 し て み る こ と に し よ う 。

＊
ｆ Ｍ Ｒ Ｉ 技 術 の 進 歩 も 手 伝 っ て 、 数 学 的 思 考 に 伴 う 脳 活 動 に つ い て の 認 知 神 経 科 学 的 な 研 究 が 近

年 目 覚 ま し い 進 展 を 見 せ て お り 、
2

脳 と 数 学 的 思 考 の 関 係 が 、 少 し ず つ 明 ら か に さ れ て い る 。
こ う

脳 の 中 で 、 数 の 認 知 と 特 に 深 い 関 係 が あ る と さ れ て い る の が 、 脳 の 後 部 に あ る 「 頭 頂 間 溝 」 の 一

部 で 、 認 知 神 経 科 学 者 の ス タ ニ ス ラ ス ・ ド ゥ ア ン ヌ に よ っ て 「 ｈ Ｉ Ｐ Ｓ （ the horizontal

segment of the bilateral intraparietal sulcus ） 」 と 名 付 け ら れ て い る 領 域 だ 。 こ こ が 数 の 、 特 に

量 的 な 側 面 と 関 係 す る と 考 え ら れ て い る 。

ド ゥ ア ン ヌ の 著 書 “The Number Sense” に よ る と 、 ｈ Ｉ Ｐ Ｓ は 、 複 数 の 点 を 見 せ ら れ た と き も 、

ア ラ ビ ア 数 字 の 「 3 」 を 見 せ ら れ た と き も 、 「 さ ん 」 と い う 言 葉 を 聴 い た と き に も 活 動 す る と い う 。

書 か れ た 数 だ ろ う が 、 声 に 出 さ れ た 数 だ ろ う が 、 そ の 提 示 さ れ る 感 覚 の Ａ に よ ら ず に 反 応

す る と い う こ と で あ る 。

反 応 の 強 度 は 、 数 字 の 大 き さ や 、 数 字 ど う し の 隔 た り の 大 き さ に 応 じ て 変 動 す る 。 た と え ば 、

「 59 と 65 」 を 見 て い る と き の 方 が 「 19 と 65 」 を 見 せ ら れ て い る と き よ り も 盛 ん に 活 動 す る 。 二 つ の

数 字 の あ い だ の 隔 た り が 小 さ け れ ば 小 さ い ほ ど 、 活 動 が 活 発 に な る の だ 。

計 算 し て い る と き に は 、 正 確 な 計 算 よ り も 、 ア バ ウ ト な 計 算 を し て い る と き の 方 が 活 動 的 に な る 。

た と え ば 、 15 ＋ 24 ＝ 99 と い う 式 を 見 せ ら れ た ら 、 ほ と ん ど の 人 は こ の 式 が 誤 り で あ る こ と が た だ ち

に わ か る だ ろ う が 、 こ の よ う な 直 観 的 な 数 量 の 把 握 に 伴 っ て 、 ｈ Ｉ Ｐ Ｓ は 目 立 っ て 活 動 的 に な る 。

逆 に 、 正 確 に 15 ＋ 24 ＝ 39 と 計 算 を し よ う と す る と ｈ Ｉ Ｐ Ｓ の 活 動 量 は 減 り 、 代 わ り に 左 脳 の 言 語 に

関 わ る 脳 の 部 位 の 活 動 が 活 発 に な る 。

そ れ で は ｈ Ｉ Ｐ Ｓ の 神 経 細 胞 は 純 粋 に 数 量 の 把 握 だ け に 特 化 し て い る の か と い う と 、 そ う 単 純 で

は な い 。 ｈ Ｉ Ｐ Ｓ の 神 経 回 路 は 、 大 き さ や 位 置 な ど に 関 わ る 周 囲 の
＊
ニ ュ ー ロ ン と 相 互 作 用 し て お り 、

ま

結 果 と し て 、 「 数 量 」 の 感 覚 と 「 物 理 的 な サ イ ズ 」 の 感 覚 や 「 位 置 」 の 感 覚 は 雑 じ り 合 う 。
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た と え ば 二 つ の 数 字 の 大 小 を 比 較 す る と き に 、 「 2 と 5 」 と 書 か れ る よ り も 「 2 と 5 」 と 書 か れ

た 方 が 、 反 応 速 度 が 遅 く な っ た り 、 間 違 い や す く な っ た り す る 。 ま た 、 画 面 に 次 々 と 数 を 表 示 し な

が ら 、 そ の 数 が 「 65 よ り 大 き い か 小 さ い か 」 を 判 定 す る よ う な 単 純 な テ ス ト で も 、 「 大 き い 」 と 答

え る ボ タ ン を 右 手 に 持 つ 方 が 、 左 手 に 持 つ よ り も 、 一 般 に 成 績 が よ く な る 傾 向 が あ る と い う 。 数 量

の 大 き さ と 位 置 の 情 報 が 脳 の 中 で 「 混 同 」 さ れ 、 大 き な 数 字 ほ ど 右 の 方 に 位 置 し て い る は ず だ と 早

合 点 さ れ て し ま う の で あ る 。

ｈ Ｉ Ｐ Ｓ の 神 経 回 路 が 周 囲 の 神 経 細 胞 た ち と 相 互 作 用 す る 結 果 と し て 、 数 字 の 知 覚 が 、 時 間 の 感

覚 と も 雑 じ り 合 う こ と を 示 唆 す る 研 究 が あ る 。 大 き い 数 字 を 見 せ ら れ た と き の 方 が 、 小 さ い 数 字 を

見 せ ら れ た と き よ り も 、 そ の 数 字 を 長 時 間 見 せ ら れ た よ う に Ｂ し や す い 、 と い う の で あ る 。

現 代 数 学 に お い て は 、 空 間 的 直 観 に 根 ざ し た 「 幾 何 」 と 、 数 の 構 造 を 研 究 す る 「 数 論 」 、 そ れ か

ら 時 間 の 直 観 と も 深 く 関 係 す る 「 代 数 」 や 「 解 析 」 の 方 法 と が 互 い に 深 く 影 響 し あ い 、 関 係 し あ う

様 子 が ス リ リ ン グ な の だ が 、 数 学 の 中 で こ れ ら の 分 野 が 統 合 さ れ て い く 以 前 に 、 人 間 の 脳 の 中 で

「 空 間 」 と 「 時 間 」 と 「 数 」 に か か わ る 情 報 処 理 が 、 す で に わ か ち が た く 融 合 し て い る の だ と し た

ら 面 白 い 。

眼 球 の 運 動 と 、 数 の 知 覚 と の 深 い 関 係 を 示 唆 す る 研 究 も あ る 。 ア ン ド レ ・ ク ノ ッ プ ス ら は 、 眼 球

を 左 右 に 動 か す と き に 活 動 す る 後 頭 頂 葉 の あ る 部 位 が 、 人 が 足 し 算 や 引 き 算 を す る と き に も 同 じ よ

う に 活 動 す る こ と を 発 見 し た 。 足 し 算 を す る と き の 脳 活 動 は 、 眼 球 を 左 か ら 右 に 動 か す と き の 脳 活

動 と よ く 似 て お り 、 逆 に 引 き 算 を す る と き に は 、 眼 球 を 右 か ら 左 に 動 か す と き と 似 た 脳 活 動 が 見 ら

れ る と い う 。

計 算 中 、 必 ず し も 実 際 に 眼 球 が 動 い て い る わ け で は な く 、 無 意 識 の う ち に 「 心 の 目 」 を 移 動 さ せ

て い る の で あ る 。 数 学 的 に は 、 小 さ い 数 字 が 左 に あ っ て 、 大 き い 数 字 が 右 に な い と い け な い 理 由 は

な い の に 、 脳 の 中 で は 足 す こ と と 、 右 に 移 動 す る こ と と が 、 わ か ち が た く 結 び つ け ら れ て し ま っ て

い る の だ 。

数 量 の 把 握 に 伴 う ｈ Ｉ Ｐ Ｓ の 神 経 細 胞 の 活 動 が 、 「 位 置 」 や 「 サ イ ズ 」 や 「 時 間 」 に か か わ る 情

報 処 理 を 支 え る 周 囲 の 脳 領 域 に 漏 れ 出 す 結 果 と し て 、 数 字 を 見 る だ け で 、 空 間 や 時 間 の 感 覚 が 立 ち

上 が っ た り 、 計 算 に 伴 っ て 、 視 線 を 移 動 さ せ る 感 覚 が 生 じ た り す る の だ ろ う と 、 ド ゥ ア ン ヌ は 推 測

し て い る 。

こ の よ う に 、 私 た ち が 数 字 に つ い て 考 え た り 、 数 字 を 使 っ て 計 算 し た り し て い る と き に は 、 決 し

て 純 粋 に Ｃ な 「 数 そ の も の 」 を 認 識 で き て い る わ け で は な い の で あ る 。 脳 は 数 量 の 知 覚 を 、

サ イ ズ や 位 置 や 時 間 な ど の 、 数 と は 直 接 関 係 の な い 他 の 「 具 体 的 な 」 感 覚 と 結 び つ け て し ま う 。 そ

れ は 、 数 字 を 知 覚 す る た め だ け に 進 化 し て き た わ け で は な い 脳 を 使 っ て 数 字 を 把 握 し よ う と し て い

る こ と に 伴 う 、 い わ ば 副 作 用 の よ う な も の で あ る 。 脳 は 、 数 学 を す る 上 で は 随 分 厄 介 な 器 官 な の だ 。
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し か し 、 そ の 厄 介 さ こ そ が 、 数 学 的 風 景 の 基 盤 で あ る 。

生 き 物 は 、 た だ 生 き て い る だ け で 、 次 々 と 困 難 に 出 会 う 。 ま っ た く 想 定 外 の 、 想 像 も し な い 新 た

な 課 題 に ぶ つ か る こ と も あ る 。 そ ん な と き に も 生 物 は 、 自 分 の 手 持 ち の 道 具 と 身 体 で 、 何 と か や り

く り を し て き た 。

つ か

指 を 使 っ て 数 え る の も そ う で あ る 。 指 は も と も と 、 モ ノ を 掴 む た め に 使 わ れ て き た の で あ っ て 、

数 え る た め の 器 官 で は な い 。 実 際 、 人 間 の 長 い 進 化 の 来 歴 の 中 で 、 「 数 え る 」 必 要 に 迫 ら れ る こ と

は ご く 最 近 ま で な か っ た だ ろ う 。 だ か ら こ そ 、 い ざ そ の 必 要 に 迫 ら れ た と き に は 、 そ れ ま で モ ノ を

し の

掴 む た め に 使 っ て い た 指 を 「 転 用 」 す る ほ か な か っ た の だ 。 あ く ま で そ の 場 凌 ぎ の 方 法 だ か ら 、 こ

れ に も し わ よ せ が あ る 。

普 通 に 指 を 使 っ て 数 え る と 、 十 ま で し か 数 え る こ と が で き な い 。 だ か ら 、 「 十 」 が 数 え る と き の

単 位 と し て 定 着 し た 。 無 限 に あ る 数 の 中 で 、 「 十 」 が 特 別 扱 い さ れ な け れ ば な ら な い 数 学 的 な 理 由

な ど 、 ど こ に も な い の に で あ る 。

実 際 、 コ ン ピ ュ ー タ の 中 で 数 字 は 、 二 進 法 で 表 現 さ れ る 。 何 と 言 っ て も 、 二 つ の 記 号 だ け で す べ

て の 数 を 表 せ る の が 魅 力 だ 。 そ の 点 、 二 進 法 は 十 進 法 よ り も は る か に エ レ ガ ン ト だ が 、 世 界 中 の 大

部 分 の 人 は 十 進 法 を 使 う 。 そ れ は 、 身 体 を 使 っ て 数 を 扱 う 人 間 に と っ て 、 十 進 法 が た ま た ま 運 用 上 、

も っ と も 合 理 的 で あ っ た と い う だ け の こ と で あ る 。

道 具 と い う の は 、
ａ
無 闇 に 作 れ る も の で は な い 。 そ れ が 効 果 的 に 機 能 す る た め に は 、 人 間 の 身 体 に

寄 り 添 う 必 要 が あ る 。 は さ み の 持 ち 手 は 、 指 が 通 り や す く 力 が 伝 わ り や す い よ う に 、 人 間 の 身 体 の

特 殊 な 条 件 に う ま く 適 合 す べ く 作 ら れ る 。 そ う し て
3

道 具 は 、 大 な り 小 な り 、 使 用 者 で あ る 人 間 の 姿

を 、 そ の 構 造 の 中 に 反 映 し て い く の だ 。

数 学 で 使 わ れ る 様 々 な 道 具 に も 、 よ く 見 る と 人 間 が 映 り 込 ん で い る 。 た と え ば 「 数 直 線 」 と い う

概 念 が あ る 。 0 を 中 心 と し て 一 直 線 上 に 、 右 に 向 か っ て 正 の 数 、 左 に 向 か っ て 負 の 数 が 順 番 に 並 ぶ

と い う 、 数 の 世 界 の 幾 何 学 的 な 描 像 で あ る 。

離 散 的 な 数 と 、 連 続 的 な 直 線 を 一 つ に 融 合 し て し ま う の だ か ら 、 考 え て み れ ば 大 胆 な 発 想 だ 。 そ

も そ も 「 数 」 と 幾 何 学 的 な 「 位 置 」 は 、 概 念 と し て は 別 物 で あ る 。 そ れ を 一 緒 く た に し て し ま う の

だ 。
こ ん な 大 胆 さ に も か か わ ら ず 、 ち ゃ ん と 教 え れ ば 小 学 生 で も 数 直 線 を 理 解 で き る 。 そ れ は な ぜ か

と 言 え ば 、
4
数 と 直 線 を 結 び つ け て し ま う 衝 動 が 、 初 め か ら 人 間 の 中 に あ る か ら で あ る 。 先 ほ ど 述 べ

た よ う に 、 人 間 の 脳 の 中 で は 、 数 と 位 置 と が 極 め て 近 し い 関 係 に あ る 。 だ か ら こ そ 、 数 字 の 世 界 を

直 線 と し て 想 像 す る こ と が 自 然 に 感 じ ら れ る の だ 。

ご う

と こ ろ で 、 私 は 脳 科 学 的 な 知 見 を 引 く こ と で 、 す べ て を 脳 の 話 に 還 元 す る つ も り は
ｂ
毫 も な い 。
5
私

た ち の 経 験 し て い る 世 界 の す べ て が 、 脳 に よ っ て 生 み 出 さ れ て い る と 考 え る の は 誤 り だ ろ う 。 脳 は
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私 た ち が 経 験 す る 世 界 の 唯 一 の 原 因 で は な い 。

そ も そ も 脳 の 第 一 の 働 き は 、 生 き る た め の 有 効 な 行 為 を 生 み 出 す こ と に あ る 。 そ の 最 も 大 切 な 仕

事 は 、 効 果 的 な 行 為 を 生 成 す る た め に 、 環 境 と 身 体 を 仲 介 す る こ と だ 。 そ う し て 生 み 出 さ れ る 様 々

な 行 為 の 繰 り 返 し が ま た 、 逆 に 少 し ず つ 私 た ち の 脳 を 形 作 っ て い く 。 脳 は 、 人 が 経 験 す る 世 界 の 一

つ の 原
�

因
�

で あ る と と も に 、 人 が 様 々 に 世 界 を 経 験 し て き た こ と の 帰
�

結
�

で も あ る 。 そ の 脳 だ け を 環 境

や 身 体 的 な 行 為 の 文 脈 か ら 切 り 離 し 、 そ こ に だ け 特 権 的 な 地 位 を 与 え る の が 賢 明 と は 思 え な い 。 く

ど い よ う だ が 、 私 が 強 調 し た い の は 、 次 の 点 で あ る 。

数 学 的 思 考 は 、 あ ら ゆ る 思 考 が そ う で あ る よ う に 、 身 体 や 社 会 、 さ ら に は 生 物 と し て の 進 化 の 来

歴 と い っ た 、 大 き な 時 空 間 の 広 が り を 舞 台 と し て 生 起 す る 。 脳 内 を 見 て い て も 、 あ る い は 肉 体 の 中

だ け を 見 て い て も 、 そ こ に 数 学 は な い の だ 。

（ 森 田 真 生 『 数 学 す る 身 体 』 一 部 改 変 ）

＊ ｆ Ｍ Ｒ Ｉ … … 磁 気 と 電 磁 波 に よ っ て 断 層 画 像 を 取 得 す る 技 術 を 用 い て 、 脳 の 機 能 活 動 が ど の 部 位 で 起 き た か

を 画 像 化 す る も の 。

＊ ニ ュ ー ロ ン … … 神 経 細 胞 。

問 一 空 欄 Ａ 〜 Ｃ に 当 て は ま る 最 も 適 切 な 言 葉 を 、 次 の ア 〜 エ の う ち か ら そ れ ぞ

れ 選 び な さ い 。

Ａ ア 種 類 Ｂ ア 活 動 Ｃ ア 規 範 的

イ 大 き さ イ 錯 覚 イ 即 物 的

ウ 範 囲 ウ 推 量 ウ 抽 象 的

エ 関 係 エ 想 像 エ 中 立 的

問 二 波 線 部 ａ ・ ｂ の 語 の 本 文 中 の 意 味 と し て 最 も 適 切 な も の を 、 次 の ア 〜 エ の う ち か ら そ れ ぞ れ

選 び な さ い 。

ａ 無 闇 に ｂ 毫 も な い

ア 迷 う こ と な く ア い う ま で も な い

イ 後 先 考 え ず に イ 少 し も な い

ウ 手 間 を か け ず に ウ も と よ り な い

エ 目 的 も な く エ ゆ る ぎ な い

― 63―



問 三 傍 線 部 1 「 私 た ち は 、 純 粋 に 主 観 の 排 除 さ れ た 「 2 」 そ の も の を 経 験 す る こ と な ど で き な

い 」 と あ る が 、 こ の こ と の 理 由 に つ い て 説 明 し て い る 一 文 を 抜 き 出 し 、 初 め の 五 文 字 を 答 え な

さ い 。

問 四 傍 線 部 2 「 脳 と 数 学 的 思 考 の 関 係 」 に つ い て 述 べ た 次 の ア 〜 オ の う ち か ら 、 最 も 適 切 な も の

を 選 び な さ い 。

ア ｈ Ｉ Ｐ Ｓ の 神 経 細 胞 は 、 他 の ニ ュ ー ロ ン と 連 動 す る こ と な く 、 数 の 量 的 大 き さ と 物 理 的 サ

イ ズ を 混 同 し 、 量 的 に 大 き い 数 は 、 物 理 的 に も 大 き い と 認 知 す る 。

イ 二 つ の 数 字 を 比 べ る と き に は 大 き さ に 関 わ る 神 経 細 胞 が 活 動 す る が 、 二 つ の 数 字 の あ い だ

の 隔 た り が 大 き い ほ ど 、 活 動 が 活 発 に な る 。

ウ ｈ Ｉ Ｐ Ｓ は 数 の 量 的 な 側 面 と 関 係 し て お り 、 お お ま か な 数 の 計 算 を す る と き よ り も 正 確 に

計 算 を し よ う と す る と き の ほ う が よ り 活 動 的 に な る 。

エ ｈ Ｉ Ｐ Ｓ の 神 経 回 路 は 周 囲 の 神 経 細 胞 た ち と 相 互 作 用 し て お り 、 そ の 結 果 、 数 の 大 き さ の

比 較 を す る と き 、 反 応 す る た め の ボ タ ン を ど ち ら の 手 に 持 つ か に よ っ て 成 績 が 異 な る 。

オ 人 が 足 し 算 ・ 引 き 算 を す る と き に は 、 眼 球 を 動 か す と き に 活 動 す る 脳 の 部 位 が 眼 球 運 動 の

際 と 同 様 に 活 動 す る が 、 こ れ は 人 が 計 算 す る と き に は 無 意 識 に 眼 球 を 動 か し て い る こ と を 示

唆 し て い る 。

問 五 傍 線 部 3 「 道 具 は 、 大 な り 小 な り 、 使 用 者 で あ る 人 間 の 姿 を 、 そ の 構 造 の 中 に 反 映 し て い

く 」 と あ る が 、 人 間 が 身 体 を 使 っ て 数 え る こ と が 反 映 さ れ て い る も の と し て 、 本 文 中 で 挙 げ ら

れ て い る も の を 答 え な さ い 。
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問 六 傍 線 部 4 「 数 と 直 線 を 結 び つ け て し ま う 衝 動 が 、 初 め か ら 人 間 の 中 に あ る 」 に つ い て 説 明 し

た 次 の ア 〜 オ の う ち か ら 、 最 も 適 切 な も の を 選 び な さ い 。

ア 人 間 の 脳 の 中 で は 、 数 の 認 知 に 関 わ る 領 域 と 位 置 の 情 報 に 関 わ る 領 域 と が 重 な っ て お り 、

数 や 直 線 を 見 た と き に は こ の 重 複 部 分 が 活 発 に 活 動 す る 。

イ 数 学 的 に は ま っ た く 別 の 概 念 で あ る 数 と 位 置 は 、 人 間 の 脳 の 中 で は ほ ぼ 同 じ も の と し て 知

覚 さ れ て お り 、 両 者 は わ か ち が た く 結 び つ い て い る 。

ウ 私 た ち の 脳 は 、 純 粋 な 数 の 大 き さ だ け を 認 識 す る こ と は で き な い と い う 厄 介 な 器 官 で あ る

が 、 そ の 厄 介 さ を 補 う た め に 位 置 の 情 報 を 転 用 し て い る 。

エ 私 た ち の 脳 は 、 生 き て い く た め に 必 要 な 形 に 進 化 し て き て お り 、 想 定 外 の 課 題 に も 対 応 で

き る よ う に 、 数 と 位 置 と は 脳 の 中 で 結 び つ け ら れ て い る 。

オ 数 と 位 置 は 本 来 別 の 概 念 で あ る が 、 数 の 認 知 に 関 わ る 神 経 回 路 は 周 辺 の 神 経 細 胞 と 相 互 作

用 し て お り 、 数 と 位 置 の 情 報 が 脳 内 で 雑 じ り 合 う 。

問 七 傍 線 部 5 「 私 た ち の 経 験 し て い る 世 界 の す べ て が 、 脳 に よ っ て 生 み 出 さ れ て い る と 考 え る の

は 誤 り だ ろ う 」 と あ る が 、 筆 者 は 脳 を ど の よ う な 器 官 と 考 え て い る か 。 六 十 五 字 以 内 で 答 え な

さ い 。
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