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一 次 の 文 章 を 読 み 、 後 の 問 に 答 え よ  

 

よ く わ か ら な い け ど 二 十 回 く ら い 使 っ た 紙 コ ッ プ を み た こ と が あ る  飯 田 有 子 

 

一 読 し て 、 不 思 議 な 気 持 ち に な っ た 。 「 二 十 回 く ら い 使 っ た 紙 コ ッ プ 」 と は 、 な ん て し ょ ぼ い 。 ど う し て そ ん な モ ノ を わ ざ わ ざ 短 歌 に す る ん だ ろ う 。

そ う 思 い つ つ 、  Ａ 、 心 の ど こ か に 妙 に 触 れ て く る も の が あ る 。 

作 者 の 考 え と か 、 作 中 主 体 で あ る 〈 私 〉 の 喜 怒
ａ
ア イ ラ ク と か 、 だ か ら な ん だ と か い う こ と が 、 こ こ に は 一 切 書 か れ て い な い 。 唯 一 の 思 い と い え そ う

な の は 「 よ く わ か ら な い け ど 」 っ て と こ ろ だ 。 

何 故 「 よ く わ か ら な い 」 の か 。 た ぶ ん 「 二 十 回 く ら い 使 っ た 紙 コ ッ プ 」 と い う 存 在 自 体 が 、 作 中 の 〈 私 〉 に と っ て 想 定 外 だ っ た の だ ろ う 。 

こ れ が 「 使 い 込 ま れ た 器 」 な ら 話 は わ か る 。  Ｂ 「 使 い 捨 て ら れ た 紙 コ ッ プ 」 で も 。 し か し 、 「 二 十 回 く ら い 使 っ た 紙 コ ッ プ 」 は 、 そ の ど ち ら と も

違 っ て い る 。 繰 り 返 し 使 わ れ た 紙 コ ッ プ 、 と い う
ｂ
ム ジ ュ ン し た 存 在 感 が 奇 妙 な オ ー ラ を 生 み 出 し て い る よ う だ 。 

と は い っ て も 、 現 実 的 に そ う い う 状 況 は あ り 得 る だ ろ う し 、 そ れ を 生 理 的 な 感 覚 に 従 っ て 「 汚 い 」 と か 「 貧 乏 臭 い 」 と か い っ て 無 視 し て し ま う こ と も

で き た に ち が い な い 。 だ が 、 作 者 は そ う し な か っ た 。 

わ ざ わ ざ 短 歌 に し た 。  Ｃ 、 結 び は 「 み た 」 で は な く 「 み た こ と が あ る 」 で あ る 。 こ れ に よ っ て 、 一 首 は
①
単 な る 報 告 以 上 の ニ ュ ア ン ス を 伴 う こ と

に な る 。 あ る 日 あ る と こ ろ で み か け た そ い つ の こ と を 、 作 者 は わ ざ わ ざ 思 い 出 し て い る の だ 。 こ こ に は あ る 種 の 感 情 移 入 が あ る ん じ ゃ な い か 。 

で も 、 ぼ ろ ぼ ろ の 紙 コ ッ プ に 対 し て 、 一 体 ど ん な 思 い を 寄 せ る と い う の か 。 こ こ か ら は 私 の 想 像 に な る が 、 例 え ば 、 我 々 が 年 を と っ て お じ い さ ん や お

ば あ さ ん に な っ た と き 、 こ の
②
「 二 十 回 く ら い 使 っ た 紙 コ ッ プ 」 的 な 存 在 に な る ん じ ゃ な い か 、 と い う 考 え は ど う だ ろ う 。 

昔 の 老 人 は そ う じ ゃ な か っ た 。 経 験 と そ こ か ら 得 た 知 恵 の 裏 づ け が 彼 ら に 「 使 い 込 ま れ た 器 」 の 存 在 感 を 与 え て い た 。 し か し 、 我 々 は そ う は な れ な い

だ ろ う 、 と い う 予 感 が あ る 。 経 験 や 知 恵 は 蓄 積 さ れ な い ま ま 、 単 に 年 を と っ て ぼ ろ ぼ ろ に な る だ け の 可 能 性 が 高 い 。 尊 敬 さ れ る 老 人 に は な れ そ う も な い 。 

  ⑴  、 と 思 う 。 昔 は 「 紙 コ ッ プ 」 な ん て モ ノ 自 体 が 存 在 し な か っ た 。  Ｄ 、 自 然 に 「 使 い 込 ま れ た 器 」 に な れ た の だ 。 だ が 、 我 々 は 「 紙 コ ッ

プ 」 を 開 発 し た 。 使 い 込 む よ り も 使 い 捨 て を 、 修 理 よ り も 買 い 換 え を 優 先 す る 社 会 シ ス テ ム を 採 用 し た 。 生 活 の な か で 周 囲 の モ ノ を 次 々 に 使 い 捨 て 買 い

換 え て お い て 、 自 分 だ け は 使 い 込 ま れ て い い 味 が 出 た モ ノ に な れ る と 思 う の は 虫 が 良 す ぎ る だ ろ う 。 

ぼ ろ ぼ ろ の 紙 コ ッ プ 的 老 人 に な っ た 自 分 が 、 未 来 の 若 者 た ち か ら 「 よ く わ か ら な い け ど 」 と 遠 巻 き に さ れ る と こ ろ を 想 像 し て し ま う 。 そ ん な 直 観 が 、

私 を こ の 歌 に 立 ち 止 ま ら せ た の だ 。 

 

牛 乳 の パ ッ ク の 口 を 開 け た も う 死 ん で も い い と い う く ら い 完 璧 に  中 澤 系 

 

こ の よ う な 歌 の 背 後 に は 、 使 い 捨 て の 効 率 重 視 的 な 社 会 シ ス テ ム に 同 化 し た 〈 私 〉 が 張 り 付 い て い る 。 

保 存 、
ｃ
エ イ セ イ 、 輸 送 、 リ サ イ ク ル な ど さ ま ざ ま な 観 点 か ら 試 行 錯 誤 を 重 ね た 結 果 、 「 牛 乳 の パ ッ ク 」 は 現 在 の か た ち に 進 化 し て き た の だ ろ う 。 そ

れ で も あ の 「 口 」 は 決 し て 開 け や す い と は い え な い 。 だ か ら 、 そ れ を 「 完 璧 」 に 開 け る こ と に は 達 成 感 が あ る 。 

も ち ろ ん 、 そ う は い っ て も 、 「 牛 乳 の パ ッ ク の 口 」 を 「 完 璧 」 に 開 け た く ら い で い ち い ち 「  ⑵ 」 な ん て 思 っ て い た ら 身 が も た な い 。 

だ が 、 〈 私 〉 は 知 っ て い る の だ 。 こ の 先 何 十 年 も 「 牛 乳 の パ ッ ク の 口 」 を 「 完 璧 」 に 開 け 続 け た と し て も 、
③
そ こ に 未 来 は 存 在 し な い こ と を 。 そ の ス

キ ル が お ば あ ち ゃ ん の 知 恵 的 な 価 値 を 生 じ る こ と は 決 し て な い だ ろ う 。 あ る 日 、 口 開 け シ ス テ ム が よ り 便 利 な ス タ イ ル に 変 更 さ れ れ ば 、 全 く 無 意 味 な 技

に な っ て し ま う の だ 。 

シ ス テ ム に 従 い 続 け て ぼ ろ ぼ ろ の 「 紙 コ ッ プ 」 に な る こ と に な ん と か
ｄ
抗 う 手 は な い の だ ろ う か 。 こ ん な 歌 を み た こ と が あ る 。 

 

あ の こ 紙 パ ッ ク ジ ュ ー ス を ス ト ロ ー の 穴 か ら ス ト ロ ー な し で 飲 み 干 す  盛 田 志 保 子 

 

「 紙 パ ッ ク ジ ュ ー ス 」 を 飲 む と き 、 我 々 は パ ッ ク 側 面 に 斜 め に 張 り 付 い た ス ト ロ ー を む し り と っ て 、 シ ャ キ ー ン と 伸 ば し て 、 プ ス ッ と 刺 し て 、 ち ゅ ー   

ち ゅ ー 吸 う 必 要 が あ る 。 ジ ュ ー ス の 残 量 が 少 な く な る と 必 死 に パ ッ ク を 傾 け て 、 な ん と か ス ト ロ ー を 届 か せ よ う と 苦 心 す る 。 ず ず ず ず ー 。 そ れ で も 底 に

少 し 残 っ て し ま っ て 気 持 ち 悪 い 。 

「 牛 乳 の パ ッ ク 」 同 様 に 「 紙 パ ッ ク ジ ュ ー ス 」 も ま た   ⑶  に あ る は ず な の に 、 ど う し て そ ん な こ と に な っ て い る の だ ろ う 。 

そ ん な と き 、 「 あ の こ 」 と 出 会 っ た 。 「 ス ト ロ ー の 穴 か ら ス ト ロ ー な し で 飲 み 干 す 」
ｅ
ヤ バ ン さ を 〈 私 〉 は
ｆ
眩 し く み つ め て い る 。 

（ 穂 村 弘 『 ぼ く の 短 歌 ノ ー ト 』 講 談 社 文 庫 ・ 二 〇 一 八 年 よ り ）  

 

 

問 一 ― ― 線 部 ａ ～ ｆ の カ タ カ ナ は 漢 字 に 、 漢 字 は ひ ら が な に 直 せ 。 

 

問 二   Ａ   ～   Ｄ   の そ れ ぞ れ に ふ さ わ し い も の を 次 の 中 か ら 選 び 、 記 号 で 答 え よ （ 同 じ 記 号 を 二 回 以 上 用 い て は な ら な い ） 。 

イ し か し   ロ だ か ら   ハ あ る い は   ニ た と え ば   ホ し か も 

 

 



 全 三 頁 中 二 頁  

問 三 傍 線 部 ① 「 単 な る 報 告 以 上 の ニ ュ ア ン ス を 伴 う こ と に な る 」 の 説 明 と し て ふ さ わ し い も の を 次 の 中 か ら 選 び 、 記 号 で 答 え よ 。 

    イ た ま た ま そ う 感 じ た 人 が い た と い う 証 言 を が 、 世 代 を 超 え た 共 感 の 存 在 を 暗 示 さ え し て い る 。 

ロ そ う い う も の を 見 た と い う 連 絡 に と ど ま ら な い 、 激 し い 嫌 悪 感 の 提 示 に ま で 達 し て い る 。 

ハ そ ん な 誤 っ た 使 い 方 を す る 人 へ の 忠 告 は 、 現 代 の 全 て の 人 々 に 向 け ら れ た 普 遍 性 を 持 っ て い る 。 

ニ そ ん な 不 自 然 な も の が 存 在 し て い る こ と へ の 注 目 に 、 現 代 社 会 に 対 す る 批 評 性 が そ な わ っ て い る 。  

ホ そ う い う も の を 見 逃 さ ず に 取 り 上 げ た と こ ろ に 、 そ の 貧 乏 く さ さ を 拒 否 す る 意 思 が 見 出 せ る 。 

 

問 四 傍 線 部 ② 「 「 二 十 回 く ら い 使 っ た 紙 コ ッ プ 」 的 な 存 在 」 と は ど の よ う な も の か 。 本 文 中 の 表 現 を 用 い 、 末 尾 が 「 の 存 在 」 と な る よ う に し て 、 合 計

三 十 五 文 字 以 内 で 答 え よ （ 句 読 点 は 字 数 に 含 ま な い ） 。 

 

問 五   ⑴  に ふ さ わ し い も の を 次 の 中 か ら 選 び 、 記 号 で 答 え よ 。 

    イ こ れ は 心 が け や 努 力 の 差 で あ る 

ロ こ れ は 心 が け や 努 力 の 差 で は な い 

ハ こ れ は 心 が け や 世 代 の 差 で あ る 

ニ こ れ は め ぐ り 合 わ せ や 努 力 の 差 で は な い  

ホ こ れ は め ぐ り 合 わ せ や 努 力 の 差 で あ る 

 

問 六   ⑵  に ふ さ わ し い こ と ば を 本 文 中 か ら 七 文 字 以 上 十 字 以 内 で 抜 き 出 し て 答 え よ 。  

 

問 七 傍 線 部 ③ 「 そ こ に 未 来 は 存 在 し な い 」 の は な ぜ か 。 次 の 中 か ら 選 び 、 記 号 で 答 え よ 。 

    イ 紙 パ ッ ク の 口 を 開 け る 技 術 が 、 い つ ま で も 重 宝 が ら れ る こ と は な い か ら 。 

ロ 紙 パ ッ ク の 口 を 開 け る こ と な ど 、 高 齢 者 が い な く な れ ば 不 必 要 に な る か ら 。 

ハ 紙 パ ッ ク の 口 を 開 け た く て も 、 そ の よ う な 製 品 そ の も の が な く な っ て し ま う か ら 。 

ニ 紙 パ ッ ク の 口 を 開 け る 技 術 が 、 高 齢 者 に ま で 重 宝 が ら れ る こ と は な い か ら 。  

ホ 紙 パ ッ ク の 口 を 開 け る こ と な ど 、 だ れ に で も で き る こ と だ か ら 。 

 

問 八   ⑶  に ふ さ わ し い も の を 次 の 中 か ら 選 び 、 記 号 で 答 え よ 。 

    イ 効 率 の ほ ぼ 最 低 段 階 

ロ 効 率 の ほ ぼ 最 高 段 階 

ハ 進 化 の ほ ぼ 最 終 形 態 

ニ 進 化 の ほ ぼ 過 渡 形 態  

ホ 進 化 の ほ ぼ 原 初 段 階 

 

 

二 次 の 文 章 を 読 み 、 後 の 問 に 答 え よ 。  

 

民 主 主 義 に と っ て 言 論 の 自 由 と 公 平 な 言 論 空 間 は 不 可 欠 で あ る 。 し か し 、 二 〇 一 〇 年 代 に 入 っ て 多 く の 先 進 国 に お い て 言 論 空 間 は
ａ
コ ウ ハ イ し て い る 。

そ れ を 促 し て い る 原 因 の 一 つ は 、 一 九 九 〇 年 代 か ら 急 速 に 進 行 し た 情 報 革 命 、 Ｉ Ｔ の 進 化 で あ る 。  

イ ン タ ー ネ ッ ト に よ っ て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン や 情 報 共 有 が 飛 躍 的 に 拡 大 し 始 め た と き 、 情 報 革 命 は 民 主 主 義 を 促 進 す る と い う 楽 観 論 が あ っ た 。 情 報 伝

達 の コ ス ト が 小 さ く な り 、 ネ ッ ト 上 で の 議 論 が 可 能 と な り 、 運 動 や デ モ の 呼 び か け も 簡 単 に で き る よ う に な る 。 ネ ッ ト は 人 々 の 意 思 を 集 約 し て 世 論 形 成

を す る 新 し い 武 器 に な る 。 民 主 主 義 を 支 え る 政 治 運 動 に と っ て 、 ネ ッ ト は 便 利 な 道 具 と な っ た 。  

し か し 、 ネ ッ ト の 普 及 は 言 論 空 間 の 劣 化 を 促 進 し た こ と も 確 か で あ る 。 ア メ リ カ の 大 統 領 で あ る ト ラ ン プ が 公 然 と し ゃ べ る 差 別 発 言 や 虚 偽 情 報 の 類 は 、

彼 が 登 場 す る は る か 前 か ら ネ ッ ト 上 に は あ ふ れ て い た 。 情 報 伝 達 や 言 論 空 間 に つ い て ネ ッ ト の 普 及 が も た ら す
ｂ
弊 害 に お い て は 、 民 主 化 の 両 義 性 と 似 た

構 図 が あ る 。  

旧 来 の マ ス メ デ ィ ア に お い て は 、 そ こ で 発 言 す る 機 会 を 得 た の は ご く 少 数 の 、 言 論 の 世 界 の エ リ ー ト で あ っ た 。 ま た 、 新 聞 に お け る 校 閲 、 テ レ ビ に お

け る 考 査 と い う チ ェ ッ ク や 検 証 の 仕 組 み が あ り 、 人 権 侵 害 や 虚 偽 の 流 布 を 避 け る た め の 抑 制 の 仕 組 み は 幾 重 に も 存 在 し た 。 保 守 、 革 新 と い う 立 場 の 違 い

は あ っ て も 、 マ ス メ デ ィ ア で の 発 言 に つ い て は 、 一 定 の 品 質 管 理 が 加 え ら れ た 。  

こ れ に 対 し て 、 ネ ッ ト は き わ め て 平 等 で 、 あ る 意 味 で 民 主 主 義 的 な 言 論 空 間 を 提 供 す る 。 知 名 度 は 、 ネ ッ ト に お け る 影 響 力 に と っ て 必 ず し も 必 要 で は

な い 。 し か し 、 ネ ッ ト 上 の 言 論 に つ い て は 、 校 閲 や 考 査 は 存 在 し な い 。 感 情 が そ の ま ま 不 特 定 多 数 の 目 に 触 れ る 場 に 陳 列 さ れ る 。 こ う し た ネ ッ ト の 普 及

が 政 治 に も た ら す 衝 撃 に つ い て 、 イ ギ リ ス の ネ ッ ト 研 究 者 、 ジ ェ イ ミ ー ・ バ ー ト レ ッ ト が 的 確 に 整 理 し て い る （ 『 操 ら れ る 民 主 主 義 』 草 思 社 、 二 〇 一 八

年 ） 。  

彼 は 心 理 学 者 の 研 究 を 引 用 し て 、 人 間 の 行 動 を つ か さ ど る 基 本 シ ス テ ム に 二 種 類 あ る と す る 。 シ ス テ ム １ で は 、 思 考 は す ば や く 、 直 感 的 で 感 情 的 で あ

り 、 シ ス テ ム ２ で は 、 思 考 は 遅 く 、 論 理 的 で あ り 、 感 情 に 対 す る 抑 制 の 機 能 を 持 つ 場 合 も あ る 。 イ ン タ ー ネ ッ ト は シ ス テ ム １ に よ く 似 て い る 。 イ ン タ ー

ネ ッ ト に 情 報 収 集 を 依 存 す れ ば す る ほ ど 、 思 慮 、 熟 議 は 疎 略 に な る 。 ま た 、 イ ン タ ー ネ ッ ト が 人 々 を 結 び 付 け る 際 、 「 再 部 族 化 （ re-tribalization ） 」 が

起 き る と さ れ る 。 こ こ で い う 部 族 と は 、 主 体 的 な 目 的 意 識 を 共 有 し て 関 係 を 構 築 す る の で は な く 、 特 定 の 感 情 を 共 有 し た 閉 ざ さ れ た 結 び つ き で あ る 。 特
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に 、 部 族 を 結 集 す る 核 と な る の は 、 不 平 の 意 識 で あ る 。 世 の 中 に 対 し て 不 平 を 持 つ こ と は 政 治 に 対 す る 批 判 の 原 動 力 で あ り 、 政 治 参 加 の 動 機 と な る 。 し

か し 、 不 平 が ス テ レ オ タ イ プ 的 な 偏 見 、 差 別 、 憎 悪 に つ な が れ ば 再 部 族 化 は 社 会 を 分 断 し 、 政 治 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 困 難 に な る 。 認 知 心 理 学

で は 人 間 に は 「 確 証 バ イ ア ス 」 が あ る こ と が 明 ら か に さ れ て い る 。 す な わ ち 、 人 間 は す で に 認 め ら れ て い る 枠 組 み に 従 っ て 情 報 を 理 解 し 、 同 じ 考 え を 持

つ 者 に 囲 ま れ 、 こ れ ま で の 世 界 観 と 相 容 れ な い 情 報 は 避 け よ う と す る 傾 向 が あ る 。 こ の バ イ ア ス に よ っ て 、 分 断 は 一 層 促 進 さ れ る と バ ー ト レ ッ ト は 指 摘

す る 。  

 そ う し た 不 平 は 、 伝 統 的 な 政 治 エ リ ー ト や 各 種 の 集 団 に 対 し て 向 け ら れ が ち で あ る 。 権 力 に ま つ わ る 腐 敗 や 特 権 を 知 る よ う に な る と 、 人 々 の エ リ ー ト

に 対 す る 敬 意 は 低 下 す る 。 政 治 は 常 に 批 判 の 対 象 と な る 。 ま た 、 旧 来 の エ リ ー ト を 批 判 し 、 政 治 過 程 へ の 直 接 的 な ア ク セ ス を 持 た な い 庶 民 の 感 覚 を 代 表

す る リ ー ダ ー へ の 希 求 が 一 般 的 な 現 象 と な る 。 そ の 反 面 、 団 体 を 単 位 と し た 旧 来 型 の 政 治 参 加 は 、 腐 敗 と 既 得 権 を 助 長 す る も の と し て 否 定 的 な 評 価 を 受

け る よ う に な る 。 こ う し た 現 象 は 、 ト ラ ン プ 大 統 領 を 生 み 出 し た ア メ リ カ 、 Ｅ Ｕ
ｃ
リ ダ ツ を 選 択 し た イ ギ リ ス 、 国 民 戦 線 の ル ペ ン が 大 統 領 選 挙 の 決 選 に

進 出 し た フ ラ ン ス 、 反 移 民 勢 力 が 躍 進 し て い る ド イ ツ 、 オ ー ス ト リ ア 、 オ ラ ン ダ 、 北 欧 諸 国 で 程 度 の 違 い は あ れ 、 ポ ピ ュ リ ズ ム の 高 揚 と い う 形 で 共 通 し

て い る 。  

も ち ろ ん 、 腐 敗 し た 政 治 家 に 対 す る 怒 り が 人 々 に 広 が る こ と は 当 然 で あ り 、 政 策 的 な 優 遇 を 得 て い る 集 団 が 批 判 に さ ら さ れ る こ と に も 理 由 が あ る 。 し

か し 、 多 方 面 の 意 見 を 聞 い て 妥 協 す る と い う 政 治 家 の 営 み 自 体 が 否 定 さ れ れ ば 、 政 治 と い う 活 動 は 成 り 立 た な い 。 ま た 、 労 働 、 社 会 保 障 ・ 社 会 福 祉 、 教

育 な ど の 分 野 に お け る 人 々 の 権 利 は 、 長 年 の 運 動 の 成 果 で あ り 、 そ れ ら を 既 得 権 と し て 否 定 す る こ と は 、 無 権 利 の 状 態 に 向 か っ て の 平 等 化 を も た ら す 。

た と え ば 正 社 員 や 公 務 員 の 労 働 条 件 を せ い た く と し て 否 定 す る な ら ば 、 社 会 全 体 で 低 賃 金 、 長 時 間 労 働 が 当 り 前 と な り 、 結 局 、 働 く 人 す べ て が 一 層 苦 し

む こ と に な る 。  

い ま や 世 界 の 民 主 主 義 は 、 自 ら 生 み 出 し た 民 主 化 の 成 果 に よ っ て
ｄ
ク キ ョ ウ に 立 た さ れ て い る 。 そ し て 、 日 本 も 同 じ 状 況 に 置 か れ て い る 。  

（ 山 口 二 郎 『 民 主 主 義 は 終 わ る の か 』 岩 波 新 書 ・ 二 〇 一 九 年 よ り ）  

 

 

問 一 ― ― 線 部 ａ ～ ｄ の カ タ カ ナ は 漢 字 に 、 漢 字 は ひ ら が な に 直 せ 。 

 

問 二 次 の ア ～ コ そ れ ぞ れ に つ い て 、 こ の 文 章 の 内 容 と 一 致 し て い る も の に は ○ 、 一 致 し て い な い も の に は× を つ け よ 。  

 

ア ネ ッ ト の 普 及 は 、 民 主 主 義 を 支 え る 政 治 運 動 に と っ て 、 便 利 な 道 具 に な り 得 る と い う 期 待 感 が あ っ た 。  

イ 情 報 革 命 は 言 論 空 間 を 劣 化 さ せ 、 運 動 や デ モ な ど の 呼 び か け が 簡 単 に で き る よ う に な る の で 、 広 が ら な い と い う 楽 観 論 が あ っ た 。  

ウ 社 会 の 民 主 化 と ネ ッ ト の 普 及 と は 、 人 々 の 発 言 に 品 質 管 理 を 加 え る 必 要 が あ る と い う 点 で 、 似 た 構 図 が あ る 。  

エ 社 会 の 民 主 化 と ネ ッ ト の 普 及 と は 、 差 別 的 な 発 言 や 虚 偽 の 情 報 発 信 も 許 さ れ る と い う 点 で 、 似 た 構 図 が あ る 。  

オ イ ン タ ー ネ ッ ト は 直 感 的 な 思 考 に よ っ て 人 々 を 「 再 部 族 化 」 す る 傾 向 が あ る た め 、 世 界 観 や 情 報 の 共 有 を よ り 難 し く す る 。  

カ イ ン タ ー ネ ッ ト は 論 理 的 な 思 考 に よ っ て 人 々 を 「 再 部 族 化 」 す る 傾 向 が あ る た め 、 政 治 へ の 批 判 や 政 治 参 加 の 原 動 力 と な る 。  

キ 伝 統 的 な 政 治 エ リ ー ト や 各 集 団 に 対 す る 批 判 は 、 ネ ッ ト の 普 及 に 対 す る 反 発 を 招 き 、 庶 民 を 代 表 す る リ ー ダ ー が 希 求 さ れ る よ う に な る 。  

ク 伝 統 的 な 政 治 エ リ ー ト や 各 集 団 に 対 す る 批 判 が 、 ネ ッ ト の 普 及 し た 社 会 に お い て は 高 ま り や す く 、 ポ ビ ュ リ ズ ム の 高 揚 を 招 き や す い 。  

ケ 腐 敗 し た 政 治 家 へ の 怒 り は 当 然 で あ る が 、 あ ら ゆ る 分 野 の 既 得 権 を 否 定 し て し ま う と 、 人 々 は 自 ら の 権 利 を も 否 定 す る こ と に な る 。  

コ 腐 敗 し た 政 治 家 へ の 怒 り は 当 然 で あ っ て 、 あ ら ゆ る 分 野 の 既 得 権 を 否 定 す る こ と に よ っ て こ そ 、 働 く す べ て の 人 の 平 等 が 実 現 す る 。  


