
問 題 は 一 〇 〇 点 満 点 で 作 成 し て い ま す 。

Ⅰ 次 の 1 〜 5 の 傍 線 部 と 同 じ 漢 字 を 含 む も の を 、 ア 〜 オ の う ち か ら そ れ ぞ れ 一 つ 選 び な さ い 。

（ 一 〇 点 ）

1 フ ウ ヒ ョ ウ 被 害 に あ う

ア ヒ ョ ウ ギ 会 で 決 定 さ れ る

イ 交 通 安 全 の ヒ ョ ウ ゴ を 作 る

ウ 思 わ ず ヒ ョ ウ シ 抜 け す る

エ ハ ク ヒ ョ ウ を 踏 む 思 い だ

オ 選 挙 で 支 持 を ヒ ョ ウ メ イ す る

2 資 金 を チ ョ ウ タ ツ す る

ア 顔 を コ ウ チ ョ ウ さ せ て 語 る

イ 国 家 間 の キ ョ ウ チ ョ ウ を 重 ん じ る

ウ あ の 雲 は 雨 の ゼ ン チ ョ ウ だ

エ 試 合 前 に 相 手 を チ ョ ウ ハ ツ す る

オ シ ン チ ョ ウ に 物 事 を 進 め る

問 題 ・ 解 答

用 紙 番 号 9 の 解 答 用 紙 に 解 答 し な さ い 。

国 語

〈 受 験 学 部 ・ 学 科 〉

法 学 部 、 国 際 学 部 、 経 済 学 部 、 経 営 学 部 、 現 代 社 会 学 部 、

理 工 学 部 （ 生 命 科 学 科 ） 、 薬 学 部 、 看 護 学 部 、 農 学 部 【 文 系 科 目 型 】
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3 努 力 が 足 り な い こ と を ジ カ ク す る

ア 二 人 の 間 に カ ク シ ツ が 生 じ る

イ ゴ カ ク の 戦 い を 繰 り 広 げ る

ウ 組 織 に は ヘ ン カ ク が 必 要 だ

エ 物 事 の カ ク シ ン に 触 れ る

オ こ れ ま で の 不 正 が ハ ッ カ ク す る

4 コ イ に 相 手 を 傷 つ け る

ア コ リ ツ 無 援 の 状 態 で 戦 う

イ オ ン コ 知 新 の 精 神 を 学 ぶ

ウ リ コ 的 な 考 え 方 を や め る

エ ダ ン コ と し て 反 対 す る

オ コ チ ョ ウ し た 表 現 を す る

5 怪 我 の コ ウ ミ ョ ウ で 新 発 見 を す る

ア 運 転 免 許 証 を コ ウ シ ン す る

イ 春 か ら 新 制 度 に イ コ ウ す る

ウ 試 合 の 後 半 か ら コ ウ セ イ に 転 じ る

エ Ｓ Ｎ Ｓ の コ ウ ザ イ に つ い て 考 え る

オ 健 康 保 険 証 が コ ウ フ さ れ る
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Ⅱ 次 の 文 章 を 読 ん で 、 後 の 問 い に 答 え な さ い 。 （ 四 五 点 ）

じ ゃ っ くＡ
「 動 物 供 養 」 は 今 、 ブ ー ム で あ る 。 イ ン タ ー ネ ッ ト で 検 索 す る と 、 趣 向 を こ ら し た 惹 句 を 添 え て

「 動 物 供 養 」 に い ざ な う ホ ー ム ペ ー ジ が 、 い く つ も 並 ん で い る 。 ま ず 最 初 に 、 そ の う ち か ら 二 、 三

の 例 を 紹 介 し よ う 。

滋 賀 県 の 浄 土 宗 ・ Ｚ 寺 で は 、 「 生 き と し い け る 、 す べ て の 生 き 物 を 葬 る 安 住 の 場 所 」 と し て

「 ペ ッ ト 塚 」 を 建 立 し 、 ペ ッ ト の お 骨 だ け で な く 、 遺 髪 や 装 身 具 を 埋 葬 し 供 養 し て い る と い う 。

「 ペ ッ ト 塚 」 に 立 て ら れ た 碑 文 に は 、 次 の よ う に あ る 。

生 き と し ／ 生 け る も の ／ す べ て ／ 仏 性 あ り

新 潟 県 の 真 宗 ・ Ｊ 寺 で は 、 家 族 の 一 員 と し て 夢 や 希 望 を 与 え て く れ た ペ ッ ト た ち の た め に 「 慈

愛 堂 」 を 建 立 し 、 毎 年 九 月 十 五 日 の 「 動 物 法 要 の 日 」 に は 多 く の 遺 族 が 寺 を 訪 れ 、 今 は 亡 き ペ ッ ト

し の

を 偲 ん で い る と の こ と 。 す で に 、 犬 を は じ め と す る 二 千 体 以 上 の ペ ッ ト の 遺 体 が 同 寺 で 火 葬 ・ 納 骨

さ れ 、 浄 土 へ 導 か れ た と い う 。

ま た 大 阪 府 の あ る 愛 犬 ク ラ ブ で は 、 真 言 宗 の 僧 侶 を 導 師 に 迎 え 、 愛 犬 供 養 の 講 習 会 を 開 い た 。 そ

の 法 話 の 要 旨 は 、 供 養 と は 、 わ れ わ れ の 心 に 安 ら ぎ や 和 や か さ を 与 え て く れ た 動 物 た ち に 感 謝 し 報

い る た め に 行 な う も の で 、 と り わ け そ れ ら の 動 物 に よ っ て わ ず か で も 利 益 を 得 た 人 は 決 し て 供 養 を

怠 っ て は い け な い 。 供 養 の 目 的 は 、 亡 く な っ た 動 物 を 早 く 「 無 」 に し て や る た め で あ り 、 人 は そ れ

に よ っ て 初 め て ほ ん と う に 心 の 安 ら ぎ を 得 る こ と が で き る 、 と い う も の で あ っ た 。

え こ う

こ の よ う な 動 物 の た め の 供 養 は 、 歴 史 的 に は
＊

明 暦 の 大 火 に お け る 横 死 者 の 回 向 か ら 始 ま っ た 両 国

回 向 院 が 、 そ の の ち 動 物 供 養 に も 積 極 的 に 乗 り だ し た と い う 経 緯 に も と づ く も の だ が 、 現 代 の 、 格

式 あ る 寺 院 か ら 新 興 寺 院 ま で が 足 並 み を そ ろ え て 「 ペ ッ ト 供 養 」 を 売 り も の に す る 光 景 は 、 や は り

ⅰ 。

し か し 、 こ れ ら 営 利 に 傾 い た 動 き と は 対 照 的 に 、 た と え ば 、 公 営 ・ 民 営 い ず れ で あ れ 食 肉 精 肉 用

に 牛 や 豚 な ど を 屠 畜 解 体 す る 施 設 に お い て 、 畜 魂 祭 な ど の 名 を も つ 供 養 ・ 慰 霊 の 祭 事 が 主 に 神 官 を

招 い て 催 さ れ る 慣 行 が つ づ い て い る こ と 、 各 種 の 動 物 園 で は 春 秋 の 彼 岸 な ど に 園 内 の 鳥 獣 魂 碑 の 前

で 飼 育 中 に 死 ん だ 動 物 の 慰 霊 祭 を 行 な っ て い る こ と 等 を 見 る と 、 動 物 を 供 養 の 対 象 と す る 観 念 が 決

し て 一 時 の ブ ー ム や 流 行 で は な い こ と に 気 づ く 。

あ る い は 、 少 々 特 異 な 「 動 物 供 養 」 の 例 と し て は 、 現 在 も 靖 国 神 社 で 行 な わ れ て い る 軍 馬 供 養 や

軍 犬 ・ 軍 鳩 の 供 養 が あ げ ら れ る 。 そ れ ら は 、 戦 没 軍 馬 慰 霊 像 奉 献 協 賛 会 な ど と い う 名 を も つ 旧 軍 関

係 者 の 団 体 が 主 催 す る の が ふ つ う だ が 、 行 事 そ の も の に は 中 央 競 馬 会 や 現 在 の 自 衛 隊 関 係 者 も 参 列

す る と い う こ と で あ り 、 こ れ が 決 し て 旧 軍 時 代 の 形 式 的 な 反 復 に と ど ま ら な い こ と に 留 意 す べ き で

あ ろ う 。
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さ く そ う

ネ ッ ト 上 に 流 れ る 現 代 ふ う 「 供 養 」 の 風 景 の 底 流 に は 、 こ の よ う な
1
錯 綜 し た 「 供 養 」 の 心 性 が 存

在 し て い る と 見 る べ き だ と 思 う 。

と こ ろ で 、
Ｂ
仏 教 の 「 供 養 」 と は 、 「 仏 、 菩 薩 、 諸 天 （ 神 ） な ど に 香 華 、 灯 明 、 飲 食 な ど の 供 物 を

献 ず る こ と 」 （ 平 凡 社 『 世 界 大 百 科 事 典 』 ） 、 あ る い は 「 仏 法 僧 の 三 宝 に 対 し 、 真 心 か ら 花 ・ 香 な ど

供 物 を 捧 げ る こ と 」 （ 石 田 瑞 麿 『 例 文 仏 教 語 大 辞 典 』 ） を 意 味 す る も の と さ れ て い る 。 そ し て そ の 実

際 上 の 起 源 は 、 僧 団 に た い し て 種 々 の 品 目 を 献 納 す る こ と で 僧 団 内 の 出 家 者 の 生 活 を さ さ え る と い

う 目 的 に 由 来 し て い た よ う だ 。 初 期 僧 団 に お い て 、 供 養 の 主 た る 中 身 が 衣 服 ・ 飲 食 ・ 臥 具 ・ 湯 薬 の

「 四 事 供 養 」 （ 増 一 阿 含 ） と さ れ て い た と こ ろ を 見 て も 、 供 養 と い う も の の 実 用 的 な 側 面 が よ く わ か

る だ ろ う 。 言 い 換 え る な ら 、 僧 団 が 外 護 者 に 要 請 す る 実 生 活 上 の サ ポ ー ト と い う 機 能 を 離 れ て は 、

仏 教 の 供 養 概 念 を 正 当 に 理 解 す る こ と は む ず か し い 。
よ う ら く そ う が い ど う ば ん

の ち の 『 法 華 経 』 が 説 く 「 十 種 供 養 」 （ 花 ・ 香 ・ 瓔 珞 ・ 抹 香 ・ 塗 香 ・ 焼 香 ・ 繒 蓋 ・ 幢 幡 ・ 衣 服 ・

伎 楽 ） の 構 成 を 見 る と 、 そ こ で は 実 生 活 上 の サ ポ ー ト と い う よ り も 、 仏 に た い す る 儀 礼 的 宗 教 的 な

奉 仕 と い う 性 格 が 強 く な っ て い る の が わ か る が 、 か つ て の よ う に 僧 団 出 家 者 が 生 活 す る う え で の 必

要 物 資 を 供 給 す る と い う 側 面 が な く な っ た わ け で は な い こ と も 明 白 だ ろ う 。

と こ ろ が 、 や が て こ う し た 「 も の 」 の 施 与 に 加 え て 、 さ ら に 「 こ こ ろ 」 の 奉 仕 が 供 養 の 重 要 な 要

素 と な る 。 た と え ば そ の こ と は 、 『 十 地 経 』 に お け る 「 三 種 供 養 」 （ 利 供 養 ・ 敬 供 養 ・ 行 供 養 ） の よ

う な 供 養 の 内 容 や 形 式 に も と づ く 分 類 が 行 な わ れ る と こ ろ か ら も 明 ら か で あ る 。 す な わ ち 、 供 養 は

た ん に 僧 団 に た い す る 物 的 な 支 援 で あ る に と ど ま ら ず 、 ひ ろ く 仏 教 的 な 「 聖 な る も の 」 に た い す る

外 護 者 側 か ら の 物 心 両 面 の サ ー ヴ ィ ス 全 般 を さ す よ う に な っ て い く の で あ っ た 。

い ず れ に せ よ 、 そ こ に 一 貫 し て い る の は 、 供 養 が 、 「 俗 な る も の 」 が 「 聖 な る も の 」 に 自 己 を 関

係 づ け よ う と す る 儀 礼 行 為 の 一 つ で あ る と い う 点 で あ ろ う 。 こ の こ と か ら も 、 不 殺 生 を 特 色 と す る

仏 教 的 な 供 養 （pūjā ） が 動 物 犠 牲 で あ る バ ラ モ ン 教 の 供 犠 （yajña ） と の 対 抗 関 係 の な か で 創 出 さ

れ た と い う 歴 史 的 な 経 過 、 言 い 換 え れ ば 、 供 養 が 供 犠 の 一 変 種 で あ る こ と が 判 明 す る 。

で は 日 本 仏 教 に お い て 、 た と え ば 堂 塔 供 養 や 鐘 供 養 の よ う に 、 供 養 の 対 象 を 特 定 し た 仏 事 と し て

ち ゃ せ ん

供 養 が 行 な わ れ た り 、 そ れ が や が て 民 間 儀 礼 で は 針 供 養 、 人 形 供 養 、 茶 筅 供 養 な ど の
2
ヴ ァ リ エ ー

シ ョ ン を 生 ん で 年 中 行 事 化 し て い っ た こ と 、 さ ら に は 供 養 の 対 象 が そ の よ う な 「 も の 」 か ら 「 死 者

の 霊 」 へ と 転 じ 、 死 者 の 成 仏 の た め に 子 孫 が 行 な う 追 善 供 養 こ そ が 供 養 の 中 心 に な っ て い っ た 事 実

は 、 上 記 の 点 と ど う か か わ る だ ろ う か 。

あ る い は 、 死 者 に た い す る 追 善 供 養 の 形 式 が 動 物 に た い し て も 適 用 さ れ 、 牛 馬 の よ う な 家 畜 、

鯨 ・ イ ル カ と い っ た 哺 乳 類 の み な ら ず 、 鳥 供 養 ・ 虫 供 養 の よ う に 生 き も の 全 般 に お よ ぶ 勢 い を 見 せ

た こ と 、 ⅱ 、 そ う し た 生 き も の を 対 象 と し た 供 養 は 動 物 の 範 囲 さ え 越 え 出 て 植 物 に ま で ひ

お き た ま

ろ が り 、 山 形 県 置 賜 地 方 の 草 木 供 養 塔 の よ う な 例 さ え 生 み 出 し た と い う 経 過 も 注 目 さ れ る 。 冒 頭 で
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も 紹 介 し た 動 物 供 養 は 、 歴 史 的 に は 近 世 期 の 両 国 回 向 院 の 例 に ま で さ か の ぼ る と は い え 、 む し ろ 現

代 の 寺 院 経 営 の ⅲ た る ペ ッ ト 供 養 と し て 脚 光 を 浴 び て い る し 、 ま た 後 者 の 草 木 供 養 で は 、

か つ て の 供 養 塔 建 立 が 郷 土 の 先 人 に よ る エ コ ロ ジ ー 意 識 の 先 駆 け と し て
3
顕 彰 さ れ る な ど 、 い ず れ も

き わ め て 今 日 的 な 性 格 を も っ た 現 象 と し て 再 浮 上 し て い る 点 に は 格 別 考 慮 を は ら う べ き で あ ろ う 。

こ の よ う に 、 供 養 と い え ば あ た か も 死 者 の 追 善 供 養 を さ す か の よ う に 思 わ れ て い る 日 本 に あ っ て 、

い わ ば 供 養 の 心 性 と 名 づ け る べ き も の は 現 代 的 な 装 い を ま と っ て 根 強 く 生 き 延 び て い る 。 以 下 に お

い て は 、 そ う し た 供 養 の 心 性 の 現 代 的 な 局 面 を 視 野 に 入 れ つ つ 、 そ れ ら を と お し て 見 え て く る 現 代

日 本 の 自 然 認 識 や 生 命 感 覚 に つ い て 、 い く つ か の 私 見 を 述 べ る も の で あ る 。

唐 突 な 話 題 の よ う で は あ る が 、 医 学 や 薬 学 研 究 に お け る
Ｃ

動 物 実 験 の 倫 理 性 の 問 題 に つ い て は 、 こ

れ ま で さ ま ざ ま に 議 論 が た た か わ さ れ て き た 。 ま た 、 と り わ け 欧 米 社 会 で は 動 物 実 験 が 「 ア ニ マ

ル ・ ラ イ ト （ 動 物 の 権 利 ） 」 の 観 点 か ら 過 激 な 反 対 運 動 の 標 的 と な っ て き た こ と も 、 よ く 知 ら れ る

と こ ろ で あ る 。 そ こ で は 、 動 物 実 験 を 倫 理 的 に 是 認 す る か 否 か を 最 終 的 に 決 着 す べ く 、 相 反 す る 立

場 が 真 っ 向 か ら ぶ つ か り 合 い 、 医 学 界 や 製 薬 業 界 、 さ ら に は 社 会 全 体 が こ の 問 題 を め ぐ っ て 二 分 す

る お も む き す ら あ る 。

だ が 、 幸 か 不 幸 か 日 本 に お い て は 、 問 題 は そ う い う か た ち で は 先 鋭 化 し て い な い 。 そ の こ と と 関

係 が あ る の か ど う か 即 断 す る の は む ず か し い が 、 こ の 問 題 に 関 連 す る 国 内 の 現 状 と し て 、 次 の よ う

な 日 本 的 事 情 が 指 摘 さ れ る こ と も め ず ら し く な い 。

「 わ が 国 で は 、 相 当 数 の 動 物 お よ び 教 育 施 設 で 研 究 の た め に 死 亡 し た 動 物 の た め の 慰 霊 祭 を

行 っ て い る が 、 こ の 実 験 動 物 慰 霊 祭 は 、 外 国 人 か ら み る と 仏 教 思 想 に 大 き く 影 響 さ れ た 不 思 議

な 特 徴 と し て 捉 え ら れ て い る 。 仏 教 で は い き と し 生 け る も の す べ て の 尊 厳 を 教 え て い る た め 、

動 物 に 対 し て も 人 間 と 同 様 、 魂 を ま つ る こ と は 疑 問 視 さ れ な い 。 」

こ の よ う に 、 日 本 に お い て は 大 学 病 院 や そ れ に 付 属 す る 動 物 実 験 施 設 で マ ウ ス や イ ヌ な ど の 実 験

動 物 に た い す る 慰 霊 祭 が 仏 教 思 想 に も と づ い て ご く 普 通 に 行 な わ れ て お り 、 そ れ は 医 学 研 究 に か ぎ

ら ず 、 動 物 を 使 用 す る 他 の 自 然 科 学 研 究 の 場 合 に お い て も 大 差 は な い 。 そ し て そ れ ら の 場 合 、 当 該

研 究 施 設 の 責 任 者 が 慰 霊 行 事 の 主 催 者 と な り 、 僧 侶 が 招 か れ 焼 香 ・ 読 経 ・ 献 花 が 行 な わ れ る な か 、

参 会 者 全 員 が 実 験 や 研 究 の 途 上 で 生 命 を 落 と し た 動 物 た ち の 冥 福 を 祈 る と い う 形 式 で 進 行 す る 。 こ

う し た 儀 礼 行 為 は 、 欧 米 の 人 類 学 者 の 目 か ら 見 れ ば 、 学 問 的 に 調 査 ・ 記 述 さ れ る べ き 異 文 化 の 一 例

だ と い う こ と に な る だ ろ う 。

動 物 が こ の よ う に 慰 霊 の 対 象 と な り 、 し か も 公 的 な 研 究 機 関 で 上 述 の よ う な 慰 霊 祭 が 定 期 的 に 行

な わ れ る こ と じ た い 、 ま ず 第 一 に 、 そ れ ら 宗 教 色 の 濃 い 行 事 を 主 催 す る の が 霊 魂 や 死 後 の 世 界 と

い っ た 宗 教 的 観 念 か ら 解 放 さ れ て い る は ず の 先 端 的 な 科 学 者 で あ る と い う 点 に お い て 、 つ づ い て 、

そ の 慰 霊 対 象 が 人 間 で は な く 動 物 で あ る と い う 点 に お い て 、 欧 米 社 会 か ら は 二 重 の 意 味 で 奇 異 な 現
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象 だ と 見 な さ れ る の で あ る 。

と こ ろ で 一 方 、 こ う し た 慰 霊 行 為 が 仏 教 の 「 供 養 」 の 観 念 に 直 接 由 来 し て い る と 信 じ て 疑 わ な い

の は 、 決 し て 先 の 論 者 ら に か ぎ っ た こ と で は な い だ ろ う 。 む し ろ お お か た の 日 本 人 は 、 人 間 も 動 物

も ふ く め 、 こ の 地 上 に 生 を 受 け た す べ て の も の は ひ と し く 苦 し み を 負 う 存 在 だ と い う こ と 、 そ し て

そ の 苦 し み か ら 自 由 に な る の は 、 死 ん だ あ と 「 供 養 」 を 受 け 成 仏 し て か ら だ と い う 感 覚 を 、 漠 然 と

で は あ れ 共 有 し て い る よ う に 見 え る 。 動 物 実 験 で 生 命 を 落 と し た 生 き も の の 場 合 で あ れ ば 、 彼 ら が

こ う む っ た 苦 し み が 癒 さ れ 安 ら か に 成 仏 す る た め に 「 供 養 」 を 欠 か す こ と は で き ず 、 そ れ は 、 と も

に 苦 し み を 負 う 存 在 た る 人 間 の 当 然 な す べ き 義 務 な の で あ る 、 と い う ふ う に 。

だ が 、 先 に 見 た と お り 、 そ も そ も 死 者 に た い す る 「 供 養 」 は イ ン ド 仏 教 の 当 初 か ら 存 在 し た も の

で は な く 、 む し ろ 中 国 で の 儒 教 的 な 祖 先 祭 祀 に 仏 教 が す り よ っ た 結 果 で あ り 、 ま た そ の よ う な 仏 教

ふ う に 色 づ け さ れ た 祖 先 祭 祀 が 日 本 社 会 に も 受 容 さ れ 浸 透 し た 結 果 で あ っ た 。 ま し て や 、 そ れ が 動

物 に た い し て も 適 用 さ れ る な ど と い う 事 態 は 、 仏 教 式 供 養 の き わ め て 新 し い オ プ シ ョ ン な の で あ る 。

そ ご

そ の こ と を 配 慮 し て か 、 専 門 的 な 立 場 か ら の 解 説 で は 、 そ れ が 仏 教 教 義 と 齟 齬 を 来 た さ な い よ う

り ん ね

に 言 い な お さ れ る こ と に な る 。 た と え ば 、 一 切 衆 生 は こ と ご と く 輪 廻 の 鎖 に つ な が れ た 存 在 で あ っ

ね は ん

て 、 そ の 苦 し み の 連 鎖 を 断 っ て
＊
涅 槃 に い た る た め に は 、 読 経 や 念 仏 な ど と い っ た 追 善 の た め の 善 根

を 「 回 向 」 し て も ら う 必 要 が あ る 、 と 。 だ が 、 そ う し た 「 回 向 」 の 論 理 が 動 物 に た い し て も あ て は

ま る の か ど う か に つ い て は 各 宗 派 と も 明 言 を 避 け る 傾 向 に あ り 、 動 物 供 養 が 仏 教 教 義 か ら 見 て 正 当

な 行 為 で あ る か ど う か は 、 そ れ ぞ れ 現 場 の 僧 侶 に ま か さ れ て い る の が 現 状 の よ う で あ る 。

い ず れ に し ろ 、 外 来 の 仏 教 が 民 俗 的 な 祖 霊 信 仰 と 渾 然 一 体 化 す る な か で 形 成 さ れ た
Ｄ

日 本 人 の 宗 教

感 情 に お い て 「 供 養 」 の 観 念 は さ ま ざ ま な 様 相 を し め し て き た し 、 現 代 に お い て も そ れ は 新 た な 展

開 を 予 告 し て い る よ う に 見 え る 。

そ れ を 歴 史 的 に さ か の ぼ っ て 考 え る な ら 、 た と え ば 平 安 期 ま で の い わ ゆ る 貴 族 仏 教 に お い て は 、

供 養 の 対 象 を 堂 塔 ・ 経 典 ・ 仏 像 ・ 鐘 な ど に 限 定 し て 荘 厳 な 法 要 を 執 行 す る の が 流 行 し 、 お そ ら く そ

ｓ ｈ ｏ ｗ

う し た シ ョ ウ 化 し た 貴 族 社 会 の 供 養 に 影 響 さ れ た 民 間 儀 礼 と し て 、 針 供 養 、 人 形 供 養 、 茶 筅 供 養 な

ど が 年 中 行 事 と し て 定 着 し 、 ひ ろ く 行 な わ れ る よ う に な っ て い っ た よ う で あ る 。 そ こ に は 、 仏 教 的

聖 性 を 具 備 す る 堂 塔 ・ 経 典 そ の 他 の 事 物 に た い す る 供 養 の 延 長 上 で 、 使 い 終 わ っ た 生 活 上 の 用 具 に

擬 似 宗 教 的 な 聖 性 を 想 定 し て 供 養 の 対 象 と す る と い う 、
＊
ア ニ ミ ス テ ィ ッ ク な 精 神 風 土 が 介 在 し て い

る 。 こ う し た い わ ば 供 養 の 「 日 本 化 現 象 」 の コ ン テ ク ス ト の う ち に 、 動 物 供 養 や 草 木 供 養 が あ る の

は も と よ り の こ と で あ る 。

（ 中 村 生 雄 『 祭 祀 と 供 犠 』 一 部 改 変 ）

＊ 明 暦 の 大 火 … … 明 暦 三 年 （ 一 六 五 七 ） に 江 戸 の 市 中 の 大 部 分 が 焼 失 し た 火 事 。
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＊ 涅 槃 … … 仏 教 で 、 す べ て の 煩 悩 が 消 え て 悟 り の 境 地 に 達 す る こ と 。

＊ ア ニ ミ ス テ ィ ッ ク … …animistic 自 然 界 の あ ら ゆ る 事 物 に 霊 魂 が 宿 る と 考 え る 様 。

問 一 波 線 部 1 〜 3 の 言 葉 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 。

1 錯 綜 し た 2 ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン 3 顕 彰 さ れ る

ア 誤 解 に 満 ち た ア 変 化 し た も の ア 記 憶 に 留 め ら れ る

イ 複 雑 に 入 り 組 ん だ イ 豊 富 な も の イ 功 績 が た た え ら れ る

ウ 本 来 と は 逆 に な っ た ウ 細 々 と し た も の ウ 世 間 で う わ さ さ れ る

エ 理 解 不 能 に 陥 っ た エ 類 似 し た も の エ 広 く 認 知 さ れ る

問 二 空 欄 ⅰ 〜 ⅲ に 入 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 。

ⅰ ア 特 筆 に 値 す る ⅱ ア そ れ ど こ ろ か ⅲ ア 金 字 塔

イ 鼻 持 ち な ら な い イ そ れ と は 別 に イ 急 先 鋒

ウ 筆 舌 に 尽 く し が た い ウ そ れ に も か か わ ら ず ウ 新 機 軸

エ 人 目 に 余 る エ そ れ に よ っ て エ 真 骨 頂

問 三 傍 線 部 Ａ 「 「 動 物 供 養 」 は 今 、 ブ ー ム で あ る 」 と あ る が 、 現 在 行 わ れ て い る 「 動 物 供 養 」 は

ど の よ う な も の か 。 次 の ア 〜 オ の う ち か ら 、 適 切 で な い も の を 一 つ 選 び な さ い 。

ア 宗 派 や 地 域 に 関 係 な く 行 わ れ て い る 。

イ 戦 中 の 軍 馬 供 養 を き っ か け に 始 ま っ た 仏 事 で あ る 。

ウ 動 物 の 骨 だ け で な く 毛 な ど も 埋 葬 す る こ と が あ る 。

エ 新 興 寺 院 だ け で な く 由 緒 あ る 寺 院 も 行 っ て い る 。

オ 葬 儀 だ け で な く 毎 年 法 要 が 行 わ れ る と こ ろ も あ る 。
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問 四 傍 線 部 Ｂ 「 仏 教 の 「 供 養 」 」 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 初 期 僧 団 で は 、 出 家 者 が 真 心 を も っ て 花 や 香 と い っ た 供 物 を 仏 や 菩 薩 に 捧 げ る 行 為 を 「 供

養 」 と 称 し て い た 。

イ 初 期 僧 団 で は 、 出 家 者 が 人 々 か ら サ ポ ー ト と し て 受 け た 衣 服 や 飲 食 を 「 供 養 」 と し て 仏 に

捧 げ て い た 。

ウ 『 法 華 経 』 を 見 る と 、 「 供 養 」 か ら 僧 団 の 出 家 者 に 対 す る 物 資 の 補 給 と い う 性 質 が 失 わ れ た

こ と が わ か る 。

エ 『 十 地 経 』 な ど か ら は 、 「 供 養 」 は 僧 団 に 対 す る 物 的 な 支 援 に 加 え て 心 的 な 奉 仕 も 指 し て い

た と 考 え ら れ る 。

オ 仏 教 の 「 供 養 」 は 、 「 俗 な る も の 」 で あ っ た バ ラ モ ン 教 の 供 犠 を 「 聖 な る も の 」 に 転 換 し

た 結 果 生 ま れ た 。

問 五 傍 線 部 Ｃ 「 動 物 実 験 の 倫 理 性 の 問 題 」 と あ る が 、 実 験 動 物 の 慰 霊 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 欧 米 社 会 で は 「 ア ニ マ ル ・ ラ イ ト 」 の 観 点 か ら 、 実 験 動 物 の 慰 霊 が 倫 理 的 に 是 認 さ れ る か

否 か は し ば し ば 社 会 を 二 分 し た 議 論 と な る 。

イ 日 本 で は 動 物 実 験 の 倫 理 性 が あ ま り 問 題 と な ら な い の は 、 実 験 動 物 の た め の 慰 霊 祭 が 行 わ

れ て い る こ と が 社 会 に 知 ら れ て い る か ら で あ る 。

ウ 日 本 で は 仏 教 思 想 に 基 づ い て 実 験 動 物 の 慰 霊 行 事 が 行 わ れ て お り 、 参 加 者 に よ っ て 動 物 た

ち の 冥 福 が 祈 ら れ て い る 。

エ 日 本 で は 宗 教 的 観 念 に 拘 束 さ れ な い は ず の 科 学 者 が 実 験 動 物 の 慰 霊 祭 を 行 う た め に 、 欧 米

社 会 か ら は 批 判 の 対 象 と な っ て い る 。

オ 実 験 動 物 に 対 し て 人 間 に す る の と 同 じ よ う な 慰 霊 行 事 を 行 う 日 本 の 習 慣 は 、 欧 米 社 会 に は

奇 妙 に 映 っ て い る 。
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問 六 傍 線 部 Ｄ 「 日 本 人 の 宗 教 感 情 に お い て 「 供 養 」 の 観 念 は さ ま ざ ま な 様 相 を し め し て き た 」 と

あ る が 、 本 文 に お い て 現 代 の 動 物 供 養 は ど の よ う な も の と し て 説 明 さ れ て い る か 。 次 の ア 〜 オ

の う ち か ら 、 適 切 な も の を 二 つ 選 び な さ い 。

ア 動 物 供 養 の 背 景 に は 、 人 も 動 物 も 死 後 に 供 養 を 受 け る こ と で 苦 し み か ら 自 由 に な る と い う 、

多 く の 現 代 日 本 人 に 共 有 さ れ る 考 え が あ る 。

イ 現 代 日 本 人 は 供 養 の 本 来 の 意 味 を 理 解 し て お ら ず 、 苦 し み を 負 う 存 在 で あ る 動 物 の 供 養 を

す る の は 人 間 の 義 務 で あ る と 誤 解 し て い る 。

ウ 動 物 に 対 し て 供 養 が 必 要 で あ る と い う 現 代 の 考 え は 、 当 初 の イ ン ド 仏 教 に は な く 、 中 国 に

お い て 儒 教 的 な 祖 先 祭 祀 を も と に 作 り 出 さ れ た も の で あ る 。

エ 現 代 の 日 本 仏 教 の 多 く の 宗 派 が 、 動 物 供 養 が 仏 教 教 義 か ら み て 正 当 な 行 為 に 当 た る と 明 言

で き な い た め に 混 乱 に 陥 っ て い る 。

オ 現 代 の 動 物 供 養 や 草 木 供 養 は 、 民 間 儀 礼 の 針 供 養 や 人 形 供 養 な ど 生 活 用 具 を 供 養 の 対 象 と

す る 風 土 の 延 長 線 上 に あ る と 言 え る 。
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Ⅲ 次 の 文 章 は 、 「 カ ッ コ い い 」 と い う 概 念 を 論 じ る 中 で 「 か わ い い 」 に つ い て 触 れ た も の で あ

る 。 こ れ を 読 ん で 、 後 の 問 い に 答 え な さ い 。 （ 四 五 点 ）

よ も た い ぬ ひ こ

近 年 の 「 か わ い い 」 研 究 の 先 駆 け と な っ た 『 「 か わ い い 」 論 』 の 中 で 、 四 方 田 犬 彦 は 、 女 性 誌 の

「 か わ い い 」 表 象 の 細 分 化 を 分 析 し 、 十 代 後 半 の 女 性 誌 が 、 な ぜ 「 か わ い い 」 を 表 象 す る � モ デ ル

（ 人 格 ） � を 必 要 と す る か に つ い て 考 察 し て い る 。
1

「 か わ い い 」 だ け で な く 「 か わ い い 」 人 が 必 要 だ 、

と い う わ け だ が 、 「 重 要 な の は モ デ ル の 人 格 の 実 質 で は な く 、 彼 女 が 人 格 と し て （ 休 暇 の 、 家 族 の 、

友 情 の ） 物 語 を 生 き て い る と い う こ と で あ る 。 物 語 こ そ が 夢 見 ら れ た 同 一 化 の 対 象 な の だ 。 」 と 四

方 田 は 指 摘 す る 。 二 〇 〇 六 年 に 刊 行 さ れ た こ の 本 で の 「 か わ い い 」 物 語 の 消 費 が 、 今 日 、 む し ろ 女

性 誌 か ら イ ン ス タ グ ラ ム や フ ェ イ ス ブ ッ ク と い っ た Ｓ Ｎ Ｓ に 舞 台 を 移 し て い る の は 周 知 の 通 り で あ

る 。
「 カ ッ コ い い 」 も の を 発 見 す る の は 、 言 わ ば � 自 分 探 し � で あ る と 指 摘 し た が 、 そ れ は 、 「 か わ い

い 」 に お い て も 同 様 だ ろ う 。

Ａ 、 お 手 本 と な る 「 カ ッ コ い い 」 あ る い は 「 か わ い い 」 も の や 人 は 、 多 く の 人 に と っ て

必 ず し も 容 易 に 見 つ か る わ け で は な く 、 そ れ を 教 え て く れ る ガ イ ド が 必 要 と な る 。 男 性 誌 や 女 性 誌

の 「 カ ッ コ い い 」 、 「 か わ い い 」 指 南 は 、 本 来 、 個 人 に と っ て の 個 性 的 な 理 想 で あ っ た は ず の 「 カ ッ

コ い い 」 、 「 か わ い い 」 を 画 一 化 す る 。 メ デ ィ ア の こ の 機 能 が 、 流 行 の 形 成 に 大 き な 役 割 を 担 っ て い

る こ と は 言 う ま で も な い 。

は

四 方 田 は 、 「 か わ い い 」 の 語 源 を 「 顔 映 ゆ し 」 に 遡 り 、 そ の 語 誌 を 確 認 し つ つ 、 今 日 の こ の 語 の

多 義 性 を 次 の よ う に 列 挙 す る 。

「 小 さ な も の 。 ど こ か し ら 懐 か し く 感 じ ら れ る も の 。 守 っ て あ げ な い と た や す く 壊 れ て し ま う か

も し れ な い ほ ど 、 脆 弱 で 儚 げ な も の 。 ど こ か し ら ロ マ ン テ ィ ッ ク で 人 を
ａ
あ て ど な い 夢 想 の 世 界 へ と

連 れ 去 っ て し ま う 力 を も っ た も の 。 愛 ら し く 、 綺 麗 な も の 。 眺 め て い る だ け で 愛 く る し い 感 情 で 心

が い っ ぱ い に な っ て し ま う も の 。 不 思 議 な も の 。 た や す く 手 が 届 く と こ ろ に あ り な が ら も 、 ど こ か

に 謎 を 秘 め た も の 。 」

私 た ち は 、 こ こ に 更 に 、 明 る い も の 、 健 康 的 な も の 、 パ ッ と し て い る も の 、 癒 さ れ る も の 、 … …

と 更 に い く ら で も 付 け 加 え る こ と が 出 来 よ う が 、 そ の 理 由 は 、 「 カ ッ コ い い 」 と 同 様 に 、 こ れ ら に

触 れ た 「 経 験 す る 自 己 」 の 生 理 的 興 奮 を 、 「 物 語 る 自 己 」 が 「 か わ い い 」 と い う 言 葉 に 一 元 的 に 回

収 し て し ま っ た か ら で あ る 。 結 果 、 再 び そ の 「 か わ い い 」 が 何 だ っ た の か 、 ニ ュ ア ン ス の 違 い を 説

明 す る た め に 、
2

「 キ モ か わ い い 」 だ の 「 エ ロ か わ い い 」 だ の と 、 細 分 化 さ れ た 造 語 が 生 ま れ て い っ

た 。
3
「 カ ッ コ い い 」 と の 対 比 で 注 目 す べ き は 、 「 懐 か し さ 」 が 挙 げ ら れ て い る 点 で あ る 。 幼 い 、 か 弱 い
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存 在 に 対 し て 抱 く 「 か わ い い 」 と い う 感 覚 に は 、 な る ほ ど 、 自 分 が そ
�

う
�

な
�

り
�

た
�

い
�

と い う よ り 、 自 分

も そ
�

う
�

だ
�

っ
�

た
�

と い う 幼 少 期 の 自 己 の 追 体 験 と い う 一 面 が あ り そ う で あ る 。

そ の 意 味 で は 、 憧 れ の 存 在 に 、 自 分 の � 未 来 � を 重 ね よ う と す る 「 カ ッ コ い い 」 に 対 し て 、 「 か

わ い い 」 は � 過 去 � を 見 て い る 、 と い う こ と に な ろ う か ？ し か し 、 フ ァ ッ シ ョ ン 誌 の モ デ ル へ の

憧 れ は 、 「 か わ い い 」 で あ っ て も 、 や は り 理 想 的 な 将 来 像 と 考 え る べ き だ ろ う 。

四 方 田 は 、 『 枕 草 子 』 に ま で 遡 る 「 か わ い い 」 も の を 愛 で る 日
�

本
�

的
�

な
�

感 性 を 指 摘 し つ つ 、 今 日 の

世 界 的 な 「Kawaii 」 ブ ー ム を 、 「 日 本 文 化 に 深 く 根 ざ し た 特 殊 な も の で あ る が ゆ え に Ｂ さ

れ る 」 の か 、 「 そ れ と も 世 界 中 の 人 間 が 享 受 し う る 、 あ る 種 の 文 明 的 普 遍 性 を も っ て い る 」 の か 問

う て い る 。 勿 論 、 メ イ ド ・ イ ン ・ ジ ャ パ ン の 「Kawaii 」 文 化 は 、 近 代 化 以 降 の 欧 米 文 化 と の ハ イ

ブ リ ッ ド の 産 物 で あ り 、 し か も 、 そ れ が 巧 み で あ っ た と い う こ と 自 体 も 、 今 日 の ア ジ ア を 見 る 限 り 、

必 ず し も 日 本 に 特 殊 と は 言 え な い 。

ま た 、 文 化 的 に 「 無 臭 化 」 さ れ た こ と で 、 日 本 的 な 「 か わ い い 」 が グ ロ ー バ ル 化 さ れ た よ う で い

て 、 実 際 は 、 や は り 「 日 本 的 」 な も の と し て 享 受 さ れ て い る の で は な い か ？ あ る い は 、 そ れ は 各

国 の ロ ー カ ル な 「 か わ い い 」 感 性 を 刺 激 し た の か 、 と 、 い く つ か の 視 点 を 紹 介 し つ つ 、 結 論 は 留 保

さ れ て い る 。

同 様 に 、 「 か わ い い 」 を 「 日 本 的 」 と 言 え る の か ど う か と い う 疑 問 に つ い て は 、 『 幼 さ と い う 戦 略

ま さ ひ こ

「 か わ い い 」 と 成 熟 の 物 語 作 法 』 で 英 文 学 者 の 阿 部 公 彦 も 指 摘 し て い る 。

阿 部 は 更 に 、 「 か わ い い 」 の 英 訳 が cute で い い の か ど う か を 検 討 し つ つ 、 「 英 語 で cute と い う 語

を 女 性 に 対 し て 使 う と 、 ど う し て も 見 下 す よ う な ニ ュ ア ン ス が 入 っ て く る 」 と し 、 同 様 の 事 態 は

「 か わ い い 」 に 関 し て も 生 じ 得 る と し て い る 。

「 た と え ば 男 性 に 対 し て 女 性 が 『 か わ い い 人 ね 』 と 言 え ば 、 『 考 え 方 が わ か り や す い 』 『 単 純 』 と

い っ た 含 み が 入 り 得 る だ ろ う し （ だ か ら と い っ て そ こ に 好 意 が な い と も 言 い 切 れ な い が ） 、 女 性 に

ま い し ん

対 し て で も 、 仕 事 に
ｂ
邁 進 し て い る 最 中 の 女 性 に 「 か わ い い ね 」 と 声 を か け れ ば 、 ど こ か 相 手 の 勤 務

態 度 の 足 を ひ っ ぱ る よ う な 敬 意 を 欠 い た 発 言 に 聞 こ え る 可 能 性 が あ る 。 場 合 に よ っ て は セ ク ハ ラ と

と ら れ か ね な い 。 」

つ ま り 、 「 か わ い い 」 は 「 カ ッ コ い い 」 同 様 に 、 憧 れ の 対 象 に 向 け ら れ る 言 葉 で は あ る が 、 「 カ ッ

コ い い 」 と 違 っ て 、 状 況 に よ っ て は ど こ と な く 小 馬 鹿 に し た 意 味 に も な り 得 る 、 と い う こ と で あ る 。

ひ ご

そ れ は 「 か わ い い 」 の 中 で も 、 恋 愛 対 象 、 性 的 対 象 、 庇 護 対 象 と し て 、 男 性 の 側 か ら 発 せ ら れ る

「 か わ い い 」 で あ っ て 、 い ず れ も 職 場 と い う 環 境 で は 不 適 切 に 違 い な い 。

「 カ ッ コ い い 」 に あ っ て 「 か わ い い 」 に な い 最 も 重 要 な 違 い は 、 � 戦 い � の イ メ ー ジ で あ る 。
＊

ミ ル

ト ン の サ タ ン に 見 た 通 り 、 「 カ ッ コ い い 」 存 在 は 何 か と 戦 っ て 打 ち 勝 と う と す る が 、 「 か わ い い 」 存

在 は 刃
�

向
�

か
�

わ
�

な
�

い
�

イ メ ー ジ で 、 し ば し ば 自 立 し て お ら ず 、 庇 護 を 必 要 と す る 。
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Ｃ 、 一 九 九 〇 年 代 以 降 、 女 性 の 社 会 進 出 と と も に 、 「 か わ い い 」 で は な く 、 女 性 に と っ て

の 「 カ ッ コ い い 」 が 求 め ら れ る こ と と な っ た の だ っ た 。

「 カ ッ コ い い 」 に は 「 人 倫 の 空 白 」 を 埋 め る 機 能 が あ る が 、 こ れ は 、 「 男 ら し さ 」 と は 違 っ て 、

ジ ェ ン ダ ー レ ス の 美 徳 た り 得 る の で あ る 。

一 九 九 〇 年 代 以 降 、 女 性 に 「 カ ッ コ い い 」 と い う 言 葉 が 用 い ら れ る よ う に な っ た 経 緯 の 一 つ と し

て 、 ポ ッ プ ス の 中 に ダ ン ス チ ュ ー ン が 増 え 、 一 般 化 し て い っ た 、 と い う こ と も あ る だ ろ う 。 安 室 奈

美 恵 や Ｍ Ａ Ｘ 、 Ｔ Ｒ Ｆ 、 Ｓ Ｐ Ｅ Ｅ Ｄ な ど が 活 躍 し た 九 〇 年 代 は 、 女 性 の 歌 手 や グ ル ー プ の 切 れ 味 鋭

い ダ ン ス に 、 若 い フ ァ ン た ち が 熱 狂 し た 時 代 だ っ た が 、 彼 女 た ち は 決 し て 「 か わ い い 」 だ け で な く 、

「 カ ッ コ い い 」 存 在 で も あ っ た 。

八 六 年 に は 、 男 女 雇 用 機 会 均 等 法 が 施 行 さ れ 、 職 場 に お け る 男 女 差 別 が 法 的 に 禁 止 さ れ る こ と と

な り 、 更 に 九 七 年 に 一 部 改 正 さ れ て 、 女 性 が 管 理 職 に 就 く 道 が 開 か れ る よ う に な る と 、 男 性 社 員 に

「 か わ い い 」 な ど と 言 わ れ る Ｏ Ｌ と は 違 っ た 、 「 カ ッ コ い い 」 理 想 像 が 必 要 と さ れ る よ う に な る 。 ダ

た

ン ス に 長 け た 歌 手 た ち が 、 「 し び れ る 」 よ う な 非 日 常 的 な 理 想 像 で あ っ た の に 対 し て 、 働 く 女 性 た

か っ こ う

ち に は 、 む し ろ 「
＊
恰 好 が 良 い 」 の 意 味 に 近 い 、 職 場 で の 日 常 的 な あ る べ き 姿 が 一 か ら 模 索 さ れ ね ば

な ら な か っ た 。

ち な
因 み に 、
4
「 カ ッ コ い い 」 と い う 言 葉 が 『 現 代 用 語 の 基 礎 知 識 』 に 登 場 し 、 市 民 権 を 得 た の も 、 実

は 非 常 に 遅 く 、 こ の 時 期 だ っ た 。

小 学 館 の 二 十 代 向 け の 女 性 誌 『 Ｏ ｇ ｇ ｉ 』 （ 一 九 九 一 年 創 刊 ） は 、 「 コ ン サ バ 」 系 の 代 表 的 な 雑 誌

だ が 、 「 働 く 女 性 の た め の フ ァ ッ シ ョ ン 誌 」 を コ ン セ プ ト に 、 一 貫 し て 、 自 立 し た 「 カ ッ コ い い 」

キ ャ リ ア 女 性 像 を テ ー マ と し て い る 。

対 象 年 齢 は 、 二 十 代 後 半 か ら 三 十 代 前 半 で 、 三 十 五 歳 前 後 を タ ー ゲ ッ ト と し た 同 社 の 上 位 誌 『 Ｄ

ｏ ｍ ａ ｎ ｉ 』 （ 一 九 九 七 年 創 刊 ） も 同 様 だ っ た （ 因 み に 、oggi は イ タ リ ア 語 で 「 今 日 」 、domani は

「 明 日 」 と い う 意 味 で あ る ） 。

長 く 『 Ｄ ｏ ｍ ａ ｎ ｉ 』 編 集 部 に 在 籍 し 、 二 〇 一 六 年 か ら 一 八 年 ま で は 編 集 長 を 務 め た 福 田 葉 子 は 、

次 の よ う に 語 る 。

「 両 誌 と も 、 『 日 本 の カ ッ コ い い キ ャ リ ア 女 性 、 そ の カ ッ コ い い お し ゃ れ と 生 き 方 』 が 大 き な コ ン

セ プ ト で 、 そ れ は 、 読 者 に も ク ラ イ ア ン ト に も 周 知 さ れ て い ま し た 。

『 Ｄ ｏ ｍ ａ ｎ ｉ 』 （ 二 〇 〇 四 年 二 月 号 ） で は 、 『 自 分 の 脚 で 立 つ 』 と い う 特 集 を 組 み ま し た が 、 こ

の 言 葉 が 象 徴 す る よ う に 、 � 仕 事 を 持 ち 、 自 活 し て い る � 女 性 の 『 カ ッ コ よ さ 』 が テ ー マ で し た 。

た だ 、 『 カ ッ コ い い 』 の は 大 前 提 と し て 常 に ベ ー ス に あ り つ つ 、 特 集 で は そ れ を 、 知 的 、 美 人 、

辛 口 、 キ リ ッ と 、 凜 と 、 り り し く 、 ハ ン サ ム 、 ク ー ル と い っ た 具 体 的 な 言 葉 で 説 明 す る よ う に し て

い ま し た 。
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そ の 中 で 、 女 ら し さ を 足 す 、 少 し 華 や か に 、 地 味 に な ら な い よ う に 、 お し ゃ れ に 、 セ ン ス よ く 、

と い う ニ ュ ア ン ス を 工 夫 し て 、 今 の 『 カ ッ コ い い 』 っ て 何 だ ろ う ？ ど う し た ら 、 自 分 ら し く

『 カ ッ コ い い 』 女 性 に な れ る だ ろ う ？ と 試 行 錯 誤 し ま し た 。

『 し な や か で カ ッ コ い い 』 女 性 像 を 探 し 出 す 、 と い う 流 れ を 、 時 代 に 合 わ せ て 繰 り 返 し 作 っ て き

た よ う な 気 が し ま す 。

特 集 に 関 し て は 、 む し ろ 、 『 カ ッ コ よ す ぎ る 』 が 故 に 、 い か に し て エ レ ガ ン ス さ 、 女 ら し さ 、 華

や か さ を 足 す か 、 と い う 視 点 の 方 が 多 か っ た と 思 い ま す 。 」

キ ャ リ ア 女 性 に と っ て の 理 想 像 を 、 旧 来 的 な 「 男 の 美 学 」 と し て の 「 カ ッ コ い い 」 と は 違 っ た か

は ら

た ち で 、 こ の 時 期 、 独 自 に 探 求 し て い た 編 集 部 の 熱 意 が 伝 わ っ て く る 。 「 カ ッ コ い い 」 が 孕 む 多 様

な 意 味 を 、 一 つ 一 つ 解 き ほ ぐ し 、 日 常 的 な 通 勤 で す ぐ に 役 立 つ よ う に 、 具 体 的 に 紹 介 さ れ て い る 点

は 、 メ デ ィ ア が 果 た す ガ イ ド 機 能 の 模 範 の よ う で も あ る 。

コ ン セ プ ト は 福 田 の 説 明 通 り だ ろ う が 、 一 九 九 〇 年 代 に は 、 「 カ ッ コ い い 」 と い う 言 葉 は 、 誌 面

で は 用 い ら れ て い る も の の 、 特 集 で は 使 用 さ れ て い な い 。

ま た 、 二 〇 〇 七 年 以 前 は 、 ま さ し く フ ァ ッ シ ョ ン 誌 と し て 、 オ フ ィ ス で の 具 体 的 な 着 こ な し に 関

し て 「 か っ こ い い 」 と い う 言 葉 が 用 い ら れ て い る が 、 〇 八 年 以 降 の 『 Ｄ ｏ ｍ ａ ｎ ｉ 』 で は 、 「 か っ

こ い い 」 女 性 像 が よ り 明 瞭 に 謳 わ れ て い る 。

や は り 、 「 働 く 女 性 」 を テ ー マ に し て い た 講 談 社 の 『 Ｇ ｒ ａ ｚ ｉ ａ 』 （ 一 九 九 六 年 創 刊 、 二 〇 一 三

年 休 刊 ） も ま た 、 二 〇 〇 四 年 七 月 号 の 「 創 刊 1 0 0 号 記 念 号 」 の テ ー マ と し て 、 「 『 格 好 い い 女 』 に

な れ ま す か ？ 」 を 掲 げ て い る 。 カ ヴ ァ ー は 、 モ デ ル の 熊 沢 千 絵 で あ る 。

そ の マ ニ フ ェ ス ト と 言 う べ き 主 張 は こ う だ っ た 。

「 人 の せ い に は し な い 。 自 分 で 選 び 取 っ た も の だ か ら 、 何 が あ っ て も 愚 痴 っ た り し な い 。 逃 げ な

い 。 追 い 求 め る 世 界 の レ ベ ル が 高 い か ら 、 昨 日 よ り 今 日 、 今 日 よ り 明 日 と 努 力 を 自 分 に 課 し て 、

� そ ん な の 当 た り 前 の こ と じ ゃ な い � と 言 っ て の け る 。 楽 し い こ と し か し な い 。 で も そ れ は 、 自 分

に と っ て 何 が 大 切 な の か 、 何 が 幸 福 な の か を 知 り 抜 い て い る か ら こ そ で き る こ と 。 比 較 で も の を 考

え な い 。 他 の 誰 か と 自 分 を 比 べ て み た っ て し ょ う が な い 。 」

こ こ に は 、 主 体 的 に 社 会 で 生 き る 女 性 の 理 想 像 が 、 列 挙 さ れ て い る 。

し か し 、 決 し て 女 性 だ け に 限 っ た 話 で は な く 、 言 い 訳 を し な い 強 い 責 任 感 、 理 想 に 向 か っ て 努 力

を 惜 し ま な い 態 度 、 こ れ 見 よ が し で は な く ク ー ル で あ る こ と 、 個 人 主 義 、 … … と い っ た 価 値 観 は 、

は

そ の ま ま 男 性 に 当 て 嵌 め て も 、 多 く が 同 意 を 得 ら れ る で あ ろ う 。 む し ろ 、 従 来 、 「 男 ら し さ 」 と し

て 特 権 的 に 語 ら れ て き た 美 徳 が 解 放 さ れ 、 共 有 さ れ て い る と 見 る こ と も 出 来 る 。

ヨ ー ロ ッ パ の モ ー ド 誌 の よ う な キ メ キ メ の 「 カ ッ コ い い 」 世 界 で は な く 、 む し ろ 、 生 き 様 に

フ ォ ー カ ス さ れ て い る が 、 あ る 意 味 で は こ れ も 、
＊
ア ナ ・ ウ ィ ン タ ー 以 降 の 世 界 的 な 流 れ の 一 つ と し
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て 見 る べ き か も し れ な い 。

「 巻 頭 ロ ン グ イ ン タ ビ ュ ー � 可 愛 い � だ け じ ゃ な い � 本 物 の 魅 力 � の 手 に 入 れ 方 」 で 取 り 上 げ ら

れ て い る の は 、 大 竹 し の ぶ 、 倍 賞 美 津 子 、 中 村 紘 子 、 有 元 葉 子 と 、 憧 れ の 対 象 で あ る 年 上 世 代 で あ

る 。
当 時 、 副 編 集 長 を 務 め た 原 田 美 和 子 は 、 次 の よ う に 語 っ て い る 。

「 も と も と （ 故 ） 温 井 編 集 長 は 、 『 カ ッ コ い い 』 と い う の が 好 き な 人 で し た 。 そ れ で 作 り 手 の 私 た

ち の 中 で も 、 『 カ ッ コ い い 女 』 を 目 指 そ う と し て い た と こ ろ が あ り ま す 。 そ れ ま で の 女 性 誌 の よ う

な 『 モ テ た い 』 と か 、 『 女 の 色 気 を 出 そ う 』 と い っ た 男 に 媚 び る ス タ ン ス で は な く て 、 男 に 媚 び な

い こ と 、 男 に 好 か れ よ う と し な く て も い い じ ゃ な い と 突 き 放 し て い た ん で す 。 」

同 じ 「 カ ッ コ い い 」 女 性 と い う コ ン セ プ ト で も 、 小 学 館 の 二 誌 と は 少 し 異 な り 、 ア ン チ 「 か わ い

い 」 と し て 、 「 男 に 媚 び な い 」 と い う 点 が 強 調 さ れ て い る 点 が 興 味 深 い 。

「 私 は 、 『 カ ッ コ よ さ 』 と は 自 由 さ で あ る と 意 識 し て 誌 面 を 作 っ て い ま し た 。 シ ワ が あ っ て も い い

じ ゃ な い と か 、 死 ぬ 間 際 ま で 恋 を す る と か 、 そ れ ま で の 女 性 に あ っ た ア ン チ エ イ ジ ン グ で は な く て

エ イ ジ レ ス が 『 カ ッ コ い い 』 と い う こ と で す か ね 。 女 の 人 が 年 を 取 る こ と が 今 以 上 に 恐 怖 だ っ た 時

代 に 、 『 い い じ ゃ ん 、 年 を 取 る の っ て も っ と 楽 し い よ 』 と 宣 言 し た の が 『 Ｇ ｒ ａ ｚ ｉ ａ 』 で し た 。

そ の 時 、 女 優 さ ん の グ ラ ビ ア 写 真 で も 、 レ タ ッ チ （ 修 整 ） 作 業 を す ご く し て い た ん で す け ど 、 そ

れ が な ん だ か イ ル カ の 肌 み た い で 気 持 ち 悪 い な 、 そ の ま ま で い い じ ゃ な い 、 と 言 っ て い た の が 温 井

編 集 長 で し た 。 」

加 齢 を 肯 定 的 に 受 け 容 れ る 、 と い う の も 、 こ の 時 代 の 女 性 の 新 し い 価 値 観 だ っ た が 、 更 に 原 田 は 、

自 由 で あ る こ と の 他 に 、 福 田 と 同 様 、 知 的 で あ る こ と の 「 カ ッ コ よ さ 」 も 強 調 す る 。

「 ジ ャ ー ナ リ ス ト の 兼 高 か お る さ ん を よ く 取 材 し て い ま し た が 、 彼 女 が 言 う に は 、 男 の 人 に モ テ

た い な ら 知 性 を 磨 け と 。 だ か ら 、 一 流 メ ゾ ン の 特 定 ブ ラ ン ド を 特 集 し な か っ た の に は 、 モ ノ に 振 り

回 さ れ て い る よ う で 『 カ ッ コ 悪 い 』 と い う 考 え が あ り ま し た 。 ブ ラ ン ド で は な く 、 自 分 の 服 は 自 分

の 知 性 で 選 ぶ と い う 考 え で す 。 」

「 カ ッ コ い い 」 は 、 無 論 、 女 性 に と っ て も 多 様 で あ り 、
5
『 Ｏ ｇ ｇ ｉ 』 、 『 Ｄ ｏ ｍ ａ ｎ ｉ 』 的 な 「 カ ッ

コ よ さ 」 と 『 Ｇ ｒ ａ ｚ ｉ ａ 』 的 な 「 カ ッ コ よ さ 」 と の ど ち ら に 共 感 す る か は 人 に よ っ て 違 う だ ろ う

し 、 更 に 別 の 考 え 方 も あ る だ ろ う 。

（ 平 野 啓 一 郎 『 「 カ ッ コ い い 」 と は 何 か 』 一 部 改 変 ）

＊ ミ ル ト ン の サ タ ン … … ミ ル ト ン の 『 失 楽 園 』 で 描 か れ た サ タ ン を � 美 し き 反 逆 者 � 像 の 最 も 洗 練 さ れ た も の で

あ る と 筆 者 は 述 べ て い る 。

＊ 恰 好 が 良 い … … 筆 者 に よ れ ば 、 江 戸 時 代 に 生 ま れ た 「 恰 好 が 良 い 」 と い う 言 葉 は そ の ジ ャ ン ル に お け る 理 想 像
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を 指 し 、 そ の ジ ャ ン ル の 専 門 家 に よ っ て 判 断 さ れ る 。

＊ ア ナ ・ ウ ィ ン タ ー … … イ ギ リ ス 出 身 の フ ァ ッ シ ョ ン 雑 誌 編 集 者 。 現 在 ア メ リ カ 版 『 ヴ ォ ー グ 』 誌 編 集 長 。

フ ァ ッ シ ョ ン 界 に 多 大 な 影 響 を 与 え る 。 映 画 化 さ れ た 『 プ ラ ダ を 着 た 悪 魔 』 に 登 場 す る 編 集 長 の モ デ ル と 言 わ

れ て い る 。

問 一 空 欄 Ａ 〜 Ｃ に 入 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 し か し Ｂ ア 畏 怖

イ す る と イ 忌 避

ウ ま し て ウ 珍 重

エ む し ろ エ 排 斥

Ｃ ア そ う は い っ て も

イ そ れ は さ て お き

ウ だ か ら こ そ

エ つ ま る と こ ろ

問 二 波 線 部 ａ ・ ｂ の 言 葉 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 あ て ど な い

ア 終 わ り の な い

イ 心 惹 か れ る

ウ 作 り 物 め い た

エ 目 的 地 の な い

ｂ 邁 進

ア 目 的 を 達 成 す る た め に 精 神 を 集 中 し て 努 力 す る こ と

イ 目 的 に 向 か っ て ひ る む こ と な く ま っ す ぐ 突 き 進 む こ と

ウ 少 し で も 早 く 目 的 に 至 る た め に 様 々 な 方 策 を 使 う こ と

エ 一 度 決 め た 目 的 を 変 え る こ と な く 着 実 に 進 ん で い く こ と
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問 三 傍 線 部 1 「 「 か わ い い 」 だ け で な く 「 か わ い い 」 人 が 必 要 だ 」 と あ る が 、 そ の 理 由 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 「 か わ い い 」 だ け で は 抽 象 的 な の で 、 「 か わ い い 」 人 と し て 具 体 化 し な け れ ば 、 読 者 に う ま

く 理 解 さ れ な い か ら 。

イ 読 者 が � 自 分 探 し � を 目 的 と し て 「 か わ い い 」 を 見 つ け よ う と す る 時 、 「 か わ い い 」 人 が

と る 行 動 が 理 想 的 な ガ イ ド に な る か ら 。

ウ 流 行 を 形 成 す る た め に は 、 「 か わ い い 」 人 が 物 語 の 登 場 人 物 と な り 、 そ の 物 語 が 多 く の 人

に 消 費 さ れ な け れ ば な ら な い か ら 。

エ 「 か わ い い 」 人 が 人 生 の 様 々 な 状 況 の 中 で ど う 行 動 す る か を 通 し て 、 「 か わ い い 」 が 発 見 で

き る か ら 。

オ 「 か わ い い 」 人 は 実 在 の 人 物 と し て 「 か わ い い 」 以 外 の 特 徴 も 有 し て お り 、 そ れ ら も 含 め

て は じ め て 読 者 の 憧 れ の 存 在 と な れ る か ら 。

問 四 傍 線 部 2 「 「 キ モ か わ い い 」 だ の 「 エ ロ か わ い い 」 だ の と 、 細 分 化 さ れ た 造 語 が 生 ま れ て

い っ た 」 と あ る が 、 そ の 理 由 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 あ る 対 象 が 持 つ 様 々 な 特 性 を 統 合 し て 「 か わ い い 」 と 呼 ん だ が 、 そ の 中 の あ る 特 性 に つ い

て 特 に 強 調 し た い か ら 。

イ ど の よ う な 対 象 に つ い て も 「 か わ い い 」 と 言 う こ と は で き る が 、 場 面 や 対 象 の 状 況 に よ っ

て 「 か わ い い 」 と い う 言 葉 の 意 味 が 変 わ る か ら 。

ウ 「 か わ い い 」 と い う 言 葉 は 様 々 な 意 味 を 持 つ が 、 従 来 の 「 か わ い い 」 に 含 ま れ て い な い 側

面 を 持 つ 対 象 に つ い て も 「 か わ い い 」 と 言 い た い か ら 。

エ 「 か わ い い 」 と い う 言 葉 で く く ら れ る 多 く の も の の 中 か ら 、 あ る 対 象 だ け を 特 別 に 取 り 出

し た い と き 、 そ の 「 特 別 さ 」 に つ い て 言 及 し な け れ ば な ら な い か ら 。

オ 「 か わ い い 」 と は 何 か を 一 言 で は 的 確 に 言 い 表 す こ と が 難 し い の で 、 造 語 を 作 っ て 表 現 す

る 他 は な い か ら 。
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問 五 傍 線 部 3 「 「 カ ッ コ い い 」 と の 対 比 」 と あ る が 、 「 カ ッ コ い い 」 と 「 か わ い い 」 と 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 従 来 、 「 カ ッ コ い い 」 人 は 男 性 に 限 ら れ 、 「 か わ い い 」 人 は 女 性 に 限 ら れ て い た が 、 近 年 は

こ れ が 逆 転 し つ つ あ る 。

イ あ る 対 象 に 「 カ ッ コ い い 」 と 言 う 場 合 は 憧 れ と 尊 敬 が 含 ま れ て い る が 、 「 か わ い い 」 と 言

う 場 合 は 憧 れ や 尊 敬 は 含 ま れ な い 。

ウ 「 カ ッ コ い い 」 に は 何 か と 戦 い 相 手 を 打 ち 負 か す イ メ ー ジ が あ る が 、 「 か わ い い 」 に は 何 か

か ば

か ら 庇 い 守 っ て あ げ た い イ メ ー ジ が あ る 。

エ 「 カ ッ コ い い 」 と い う 感 覚 は も と も と グ ロ ー バ ル に 通 じ る も の で あ る が 、 「 か わ い い 」 と い

う 感 覚 は 日 本 的 な も の で あ り 「Kawaii 」 と し て 外 国 に も 影 響 を 与 え て い る 。

オ 「 カ ッ コ い い 」 と 言 う 場 合 は 「 こ う あ り た い 」 と い う 自 分 の 理 想 の 未 来 を 重 ね て お り 、 「 か

わ い い 」 と 言 う 場 合 は 「 こ う あ り た か っ た 」 と い う 自 分 の 理 想 の 過 去 を 重 ね て い る 。

問 六 傍 線 部 4 「 「 カ ッ コ い い 」 と い う 言 葉 」 が 女 性 に 対 し て 使 わ れ る よ う に な っ た 事 情 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 安 室 奈 美 恵 は じ め 「 カ ッ コ い い 」 女 性 が 音 楽 シ ー ン で 活 躍 す る こ と に 触 発 さ れ て 、 企 業 等

で 働 く 「 か わ い い 」 Ｏ Ｌ が 「 カ ッ コ い い 」 を 目 指 す よ う に な っ た 。

イ 女 性 の 社 会 進 出 が 進 み 、 職 場 で の あ り 方 や 働 き 方 が 変 化 す る 中 で 、 従 来 の 「 か わ い い 」 女

性 像 と は 違 っ た 主 体 的 に 社 会 で 生 き る 女 性 の 理 想 を 言 い 表 す の に 、 「 カ ッ コ い い 」 と い う 言

葉 が 選 ば れ た 。

ウ 社 会 で 活 躍 す る た め に は 「 か わ い い 」 で は な く 「 男 ら し さ 」 が 必 要 で あ る が 、 女 性 の 場 合

は 同 様 の 意 味 で は あ る が ジ ェ ン ダ ー レ ス の 「 カ ッ コ い い 」 と 呼 ん だ ほ う が 適 切 だ と さ れ た 。

エ 女 性 が 男 性 と 同 等 に 働 き キ ャ リ ア を 築 い て い く と い う こ と は 、 男 性 の 庇 護 下 に あ る の で は

な く 男 性 と 戦 う と い う こ と で あ り 、 「 か わ い い 」 で は な く 「 カ ッ コ い い 」 で そ の 覚 悟 を 示 し

た 。

オ 「 か わ い い 」 は 男 性 か ら 女 性 に 発 せ ら れ る 性 的 な 意 味 を 含 む 言 葉 で あ り 、 男 女 が 対 等 で あ

る 職 場 で は ジ ェ ン ダ ー レ ス で 性 的 な 意 味 を 含 ま な い 「 カ ッ コ い い 」 が ふ さ わ し い と 考 え ら れ

た 。
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問 七 傍 線 部 5 「 『 Ｏ ｇ ｇ ｉ 』 、 『 Ｄ ｏ ｍ ａ ｎ ｉ 』 的 な 「 カ ッ コ よ さ 」 と 『 Ｇ ｒ ａ ｚ ｉ ａ 』 的 な

「 カ ッ コ よ さ 」 」 と あ る が 、 そ れ ぞ れ の 雑 誌 に つ い て 述 べ た 次 の ア 〜 オ に つ い て 、 両 者 に 共 通 す

る も の に は ａ を 、 『 Ｏ ｇ ｇ ｉ 』 、 『 Ｄ ｏ ｍ ａ ｎ ｉ 』 だ け に 当 て は ま る も の に は ｂ を 、 『 Ｇ ｒ ａ ｚ ｉ

ａ 』 だ け に 当 て は ま る も の に は ｃ を 、 ど ち ら に も 当 て は ま ら な い も の に は ｄ を 、 そ れ ぞ れ マ ー

ク し な さ い 。

ア 知 的 で あ る こ と は 「 カ ッ コ い い 」 こ と で あ る と 考 え ら れ て い る 。

イ 「 働 く 女 性 」 を テ ー マ に 、 社 会 で 生 き る 自 立 し た 「 カ ッ コ い い 」 女 性 像 を 提 案 し て い る 。

ウ 読 者 が す ぐ に 取 り 入 れ ら れ る 手 本 と し て 、 具 体 的 に 「 カ ッ コ い い 」 着 こ な し を 紹 介 し て い

る 。

エ 従 来 女 性 の 魅 力 だ と 考 え ら れ て き た 「 か わ い い 」 を 否 定 し 、 男 に 媚 び な い こ と が 「 カ ッ コ

い い 」 こ と だ と 考 え ら れ て い る 。

オ 欧 米 の 最 新 モ ー ド も 「 カ ッ コ い い 」 も の の 一 つ と し て 紹 介 し 、 様 々 な 「 カ ッ コ よ さ 」 を 提

案 し て い る 。
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