
右

と

左 

 

最

近

の

日

本

は

右

傾

化

し

て

い

る

と

言

わ

れ

る

。

言

葉

の

本

来

的

な

意

味

か

ら

す

れ

ば

保

守

化

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

だ

。

グ

ロ

ー

バ

ル

的

な

経

済

的

競

争

、

高

齢

化

の

到

来

、

古

く

か

ら

の

共

同

体

の

崩

壊

と

い

っ

た

困

難

な

状

況

に

あ

る

現

在

、

既

に

手

に

入

れ

て

い

る

も

の

を

守

り

た

い

と

い

う

思

い

と

、

失

敗

す

る

余

裕

が

な

い

と

い

う

思

い

が

交

錯

し

、

変

化

を

好

ま

な

い

の

は

当

然

だ

ろ

う

。 

し

か

し

、

変

化

し

な

い

と

維

持

も

で

き

な

い

と

い

う

当

た

り

前

の

こ

と

を

思

い

起

こ

せ

ば

、

保

守

的

で

あ

っ

て

も

何

ら

か

の

新

し

い

こ

と

は

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

つ

ま

り

、

保

守

的

で

あ

っ

て

も

新

し

い

こ

と

を

す

る

。

ま

た

一

方

で

、

当

然

な

が

ら

、

革

新

的

で

あ

っ

て

も

、

全

て

を

新

し

く

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

の

で

、

維

持

さ

れ

る

も

の

は

あ

る

。

つ

ま

り

、

保

守

的

で

あ

っ

て

も

革

新

的

で

あ

っ

て

も

、

新

し

い

も

の

と

古

い

も

の

の

両

方

が

必

要

だ

と

い

う

こ

と

は

変

わ

ら

な

い

。 

保

守

、

革

新

と

言

っ

て

も

、

程

度

の

差

で

あ

り

、

あ

え

て

言

え

ば

、

ど

ち

ら

を

重

視

し

て

い

る

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

を

打

ち

出

す

か

と

い

う

広

告

戦

略

の

違

い

に

過

ぎ

な

い

。

キ

ャ

ッ

チ

フ

レ

ー

ズ

を

「

今

ま

で

ど

お

り

の

安

心

」

と

す

る

か

「

現

状

打

破

」

と

す

る

か

の

違

い

だ

。

具

体

的

な

施

策

に

つ

い

て

は

、

変

え

る

べ

き

も

の

は

変

え

、

変

え

る

べ

き

で

な

い

も

の

は

変

え

な

い

と

い

う

意

味

で

、

そ

う

は

変

わ

ら

な

い

。 

そ

れ

な

の

に

右

、

左

と

言

っ

た

と

き

、

そ

の

中

身

も

か

な

り

違

う

よ

う

に

思

わ

れ

る

の

は

、

そ

こ

に

別

の

意

味

が

重

ね

あ

わ

さ

れ

て

い

る

か

ら

だ

。

保

守

、

革

新

と

い

う

基

準

以

外

に

何

を

も

っ

て

右

、

左

と

す

る

の

か

は

、

そ

の

時

代

に

よ

っ

て

異

な

る

。

フ

ラ

ン

ス

革

命

の

時

代

で

あ

れ

ば

、

中

世

的

で

共

同

体

的

な

価

値

を

重

視

す

る

の

が

右

で

、

近

世

的

で

個

人

的

な

価

値

を

重

視

す

る

の

が

左

だ

と

い

う

よ

う

な

意

味

が

あ

り

、

冷

戦

時

代

で

あ

れ

ば

、

自

由

を

重

視

す

る

資

本

主

義

が

右

で

、

平

等

を

重

視

す

る

共

産

主

義

が

左

だ

と

い

う

よ

う

な

意

味

が

あ

っ

た

。 

し

か

し

、

右

、

左

と

い

う

言

葉

に

込

め

ら

れ

る

意

味

は

、

そ

の

時

点

に

お

け

る

従

来

の

状

況

に

よ

る

と

い

う

意

味

で

は

、

先

ほ

ど

言

っ

た

保

守

、

革

新

と

い

う

区

分

を

超

え

る

も

の

で

は

な

い

。

あ

る

時

点

に

お

い

て

従

来

の

状

況

を

保

守

す

る

の

で

あ

れ

ば

右

、

革

新

す

る

の

で

あ

れ

ば

左

だ

と

い

う

こ

と

に

過

ぎ

な

い

。

フ

ラ

ン

ス

革

命

の

時

代

で

あ

れ

ば

、

こ

れ

ま

で

中

世

的

で

共

同

体

的

な

価

値

が

重

視

さ

れ

て

い

た

の

で

、

そ

れ

を

保

守

的

に

維

持

す

る

の

が

右

で

、

近

世

的

で

個

人

的

な

価

値

に

革

新

す

る

の

が

左

に

な

り

、

冷

戦

時

代

で

あ

れ

ば

、

こ

れ

ま

で

の

自

由

な

資

本

主

義

を

保

守

的

に

維

持

す

る

の

が

右

で

、

新

た

に

共

産

主

義

に

革

新

す

る

の

が

左

と

な

っ

た

と

い

う

よ

う

に

言

え

る

。 

そ

こ

を

混

同

し

た

こ

と

に

よ

り

、

現

実

に

は

、

右

、

左

と

い

う

レ

ッ

テ

ル

を

貼

っ

た

こ

と

に

よ

る

混

乱

が

生

じ

て

い

る

。

混

乱

に

よ

り

、

右

、

左

と

い

う

言

葉

に

こ

こ

で

述

べ

た

よ

う

な

別

の

意

味

が

重

ね

あ

わ

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

思

え

る

。

例

え

ば

、

冷

戦

時

代

の

右

、

左

と

い

う

印

象

が

と

て

も

強

か

っ

た

た

め

、

そ

こ

か

ら

今

で

も

抜

け

出

せ

ず

、

自

由

を

重

視

す

る

小

さ

な

政

府

を

志

向

す

る

こ

と

を

右

、

平

等

を

重

視

す

る

大

き

な

政

府

を

志

向

す

る

こ

と

を

左

と

呼

ん

で

い

る

。 

本

来

は

、

従

来

大

き

な

政

府

が

志

向

さ

れ

て

い

た

な

ら

、

そ

れ

を

維

持

す

る

こ

と

が

右

で

あ

り

、

そ

れ

を

変

革

し

て

小

さ

い

政

府

を

志

向

す

る

こ

と

が

左

で

あ

る

は

ず

で

あ

る

。

フ

ラ

ン

ス

革

命

時

の

観

点

で

言

え

ば

、

従

来

の

中

世

的

で

共

同

体

的

な

価

値

が

重

視

す

る

こ

と

が

右

で

、

新

た

に

近

世

的

で

個

人

的

な

価

値

を

重

視



す

る

こ

と

が

左

で

あ

っ

た

こ

と

か

ら

、

現

在

で

も

そ

の

よ

う

な

意

味

が

右

、

左

と

い

う

言

葉

に

込

め

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

現

在

の

日

本

か

ら

す

れ

ば

、

長

ら

く

近

代

的

な

個

人

的

価

値

が

重

視

さ

れ

て

き

た

こ

と

を

踏

ま

え

、

近

世

的

で

個

人

的

な

価

値

を

重

視

し

つ

づ

け

る

こ

と

が

右

で

、

新

た

に

中

世

的

で

共

同

体

的

な

価

値

が

重

視

し

よ

う

と

す

る

こ

と

が

左

と

な

る

は

ず

で

あ

る

。 

そ

こ

で

、

近

代

の

大

き

な

政

治

的

事

件

だ

と

思

わ

れ

る

フ

ラ

ン

ス

革

命

と

社

会

主

義

革

命

の

２

つ

の

革

命

に

注

目

し

、

そ

れ

に

よ

り

貼

ら

れ

た

レ

ッ

テ

ル

を

剥

が

し

て

、

現

在

の

日

本

の

状

況

を

捉

え

直

し

て

み

よ

う

。

こ

れ

ま

で

の

日

本

で

は

、

大

き

な

政

府

が

志

向

さ

れ

、

近

世

的

で

個

人

的

な

価

値

が

重

視

さ

れ

て

き

た

、

と

い

う

こ

と

を

踏

ま

え

再

整

理

す

る

と

、

現

在

の

日

本

に

お

け

る

政

治

的

な

立

場

は

次

の

４

パ

タ

ー

ン

が

考

え

ら

れ

る

。 

①

大

き

な

政

府

（

保

守

）

で

個

人

的

価

値

重

視

（

保

守

） 

②

大

き

な

政

府

（

保

守

）

で

共

同

体

的

価

値

重

視

（

革

新

） 

③

小

さ

な

政

府

（

革

新

）

で

個

人

的

価

値

重

視

（

保

守

） 

④

小

さ

な

政

府

（

革

新

）

で

共

同

体

的

価

値

重

視

（

革

新

） 

 

こ

こ

で

、

そ

れ

ぞ

れ

の

パ

タ

ー

ン

に

つ

い

て

イ

メ

ー

ジ

を

し

て

み

る

。 

①

大

き

な

政

府

（

保

守

）

で

個

人

的

価

値

重

視

（

保

守

） 

こ

れ

は

、

個

人

の

権

利

等

を

重

視

し

、

大

き

な

政

府

に

よ

り

、

き

め

細

や

か

な

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

し

て

い

く

も

の

で

あ

る

か

ら

、

福

祉

国

家

的

で

あ

る

。

ば

ら

ま

き

的

な

施

策

に

陥

り

う

る

と

意

味

も

込

め

て

現

在

の

民

主

党

に

近

い

と

言

っ

て

よ

い

か

も

し

れ

な

い

。 

②

大

き

な

政

府

（

保

守

）

で

共

同

体

的

価

値

重

視

（

革

新

） 

こ

れ

は

、

共

同

体

的

地

縁

や

階

級

等

を

用

い

つ

つ

、

国

家

の

統

制

等

を

強

め

る

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

そ

の

例

と

し

て

は

開

発

独

裁

的

な

国

家

が

挙

げ

ら

れ

よ

う

。 

あ

え

て

言

え

ば

、

軍

事

と

い

う

国

家

権

力

を

強

化

し

、

天

皇

制

等

の

伝

統

的

な

階

級

的

価

値

を

強

化

し

よ

う

と

し

て

い

る

と

い

う

意

味

で

現

在

の

自

民

党

に

近

い

だ

ろ

う

。 

③

小

さ

な

政

府

（

革

新

）

で

個

人

的

価

値

重

視

（

保

守

） 

こ

れ

は

、

国

家

の

統

制

が

最

小

限

な

状

況

に

お

い

て

個

人

的

価

値

が

重

視

さ

れ

る

と

い

う

意

味

で

、

ア

メ

リ

カ

が

典

型

例

で

あ

る

競

争

社

会

と

言

え

よ

う

。 

④

小

さ

な

政

府

（

革

新

）

で

共

同

体

的

価

値

重

視

（

革

新

） 

こ

れ

は

、

国

家

の

統

制

が

国

民

に

浸

透

し

な

い

状

況

で

共

同

体

的

地

縁

や

階

級

等

に

よ

り

社

会

が

成

立

し

て

い

る

と

い

う

意

味

で

中

世

的

で

あ

る

と

言

え

よ

う

。 

 

こ

こ

で

、

私

の

お

勧

め

は

④

だ

。 

私

の

見

立

て

と

し

て

は

、

今

社

会

に

蔓

延

し

て

い

る

不

幸

の

主

た

る

も

の

は

現

代

文

明

特

有

の

不

幸

で

あ

り

、

現

代

文

明

の

不

幸

の

原

因

は

、

極

度

の

言

語

化

に

あ

る

と

考

え

て

い

る

。

そ

し

て

、

言

語

化

の

最

も

大

き

な

弊

害

は

思

考

の

停

止

だ

と

考

え

て

い

る

。

こ

の

思

考

停

止

が

不

幸

を

招

い

て

い

る

。 

思

考

停

止

と

は

、

例

え

ば

、

こ

の

文

章

で

取

り

上

げ

た

、

右

、

左

と

い

う

レ

ッ

テ

ル

貼

り

の

例

が

あ

る

。



私

は

こ

の

文

章

で

、

右

、

左

と

レ

ッ

テ

ル

を

貼

り

停

止

し

て

い

た

思

考

を

再

起

動

し

た

つ

も

り

だ

。 
（

た

だ

し

、

こ

の

文

章

も

言

語

で

あ

る

限

り

、

言

語

化

の

弊

害

か

ら

免

れ

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

多

分

、

右

、

左

に

つ

い

て

２

つ

の

評

価

軸

で

判

断

す

る

と

い

う

こ

と

に

も

、

ど

こ

か

誤

り

が

あ

る

だ

ろ

う

。

） 

そ

れ

以

外

の

レ

ッ

テ

ル

貼

り

に

よ

る

思

考

停

止

の

例

と

し

て

は

、

権

利

と

い

う

言

葉

が

あ

る

。

権

利

の

な

か

に

も

、

実

際

は

、

相

手

を

貶

め

る

た

め

だ

け

に

主

張

し

て

い

る

、

守

る

に

値

し

な

い

権

利

も

あ

る

。

そ

れ

で

も

権

利

と

言

わ

れ

れ

ば

、

必

ず

尊

重

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

よ

う

に

思

え

て

し

ま

う

。

こ

れ

が

権

利

と

い

う

レ

ッ

テ

ル

を

貼

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

ま

た

、

似

た

よ

う

な

例

と

し

て

は

契

約

と

い

う

言

葉

も

挙

げ

ら

れ

る

。

有

効

な

契

約

書

に

基

づ

き

、

非

人

間

的

な

結

果

を

招

く

こ

と

も

あ

る

。

実

態

を

見

れ

ば

、

契

約

に

よ

り

酷

い

結

果

を

招

く

こ

と

が

明

ら

か

で

あ

る

に

も

関

わ

ら

ず

、

だ

。

そ

れ

で

も

契

約

と

言

わ

れ

れ

ば

、

尊

重

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

よ

う

に

思

え

て

し

ま

う

。

こ

れ

が

契

約

と

い

う

レ

ッ

テ

ル

を

貼

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

権

利

、

契

約

と

言

わ

れ

れ

ば

、

そ

の

実

態

が

捨

象

さ

れ

、

そ

れ

だ

け

で

尊

重

す

べ

き

も

の

と

な

る

。

こ

の

よ

う

な

レ

ッ

テ

ル

貼

り

に

よ

る

思

考

停

止

が

言

語

化

の

弊

害

だ

と

考

え

て

い

る

。 

言

語

化

と

い

う

観

点

か

ら

見

れ

ば

、

大

き

な

政

府

で

あ

る

と

い

う

こ

と

は

、

法

律

等

の

言

語

的

な

ル

ー

ル

に

よ

り

、

国

家

に

よ

る

判

断

、

命

令

が

明

確

に

言

語

的

に

行

わ

れ

る

機

会

が

多

い

と

い

う

こ

と

だ

。

ま

た

、

近

代

的

な

個

人

的

価

値

を

重

視

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

西

洋

的

な

契

約

、

権

利

と

い

っ

た

も

の

を

重

視

す

る

と

い

う

こ

と

で

あ

り

、

言

語

を

重

視

す

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。 

つ

ま

り

、

①

が

最

も

言

語

的

で

、

④

が

最

も

言

語

か

ら

離

れ

て

い

る

。

よ

っ

て

④

を

選

択

す

る

こ

と

で

、

言

語

化

に

よ

る

思

考

停

止

を

緩

和

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

当

然

、

④

を

選

択

し

、

中

世

に

戻

ろ

う

と

し

て

も

、

現

代

文

明

の

真

っ

只

中

に

あ

る

限

り

、

そ

れ

ほ

ど

言

語

か

ら

離

れ

ら

れ

る

訳

で

は

な

い

。

し

か

し

、

こ

の

一

呼

吸

、

言

語

か

ら

距

離

を

置

い

て

み

よ

う

と

す

る

姿

勢

に

よ

り

、

言

語

の

限

界

を

意

識

す

る

こ

と

が

出

来

る

。

そ

こ

が

重

要

な

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 


