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伊 

藤 
 

洋 

何

と

言

っ

て

も

自

公

政

権

が

大

敗

し

た

原

因

は

、

政

権

中

枢

部

の

要

人

達

の

口

か

ら

出

て

き

た

も

の

が

、

鴻

毛

の

よ

う

に

軽

い

言

葉

の

羅

列

で

、

未

来

を

指

し

示

す

強

い

メ

ッ

セ

ー

ジ

が

発

せ

ら

れ

な

か

っ

た

た

め

で

は

な

か

っ

た

か

。

わ

け

て

も

麻

生

太

郎

前

首

相

に

い

た

っ

て

は

、

発

す

る

言

語

の

空

疎

さ

に

加

え

て

、

漢

字

能

力

ま

で

が

疑

わ

れ

る

に

及

ん

で

は

論

外

中

の

論

外

で

あ

っ

た

。

先

の

総

選

挙

ス

ロ

ー

ガ

ン

「

責

任

力

」

は

、

彼

の

言

語

能

力

を

象

徴

し

て

余

り

あ

る

。
「

責

任

能

力

」

と

か

、
「

責

任

無

能

力

」

と

か

い

う

法

律

用

語

は

あ

る

が

、
「

責

任

力

」
な

ど

と

い

う

単

語

は

「

日

本

語

」

に

は

無

い

。

こ

れ

な

ど

は

日

本

語

の

乱

れ

の

典

型

例

で

あ

ろ

う

。

誰

か

一

人

ぐ

ら

い

そ

う

い

う

指

摘

を

す

る

人

が

あ

っ

て

も

良

か

っ

た

も

の

を

、

党

内

か

ら

も

マ

ス

コ

ミ

か

ら

も

そ

う

い

う

批

判

が

聞

こ

え

て

こ

な

か

っ

た

の

は

ど

う

い

う

わ

け

だ

ろ

う

。

 

言

葉

の

軽

さ

は

麻

生

前

総

理

だ

け

で

は

な

い

。

め

く

る

め

く

失

言

を

重

ね

た

た

め

に

国

民

的

支

持

を

失

っ

た

森

喜

朗

元

総

理

も

ま

た

そ

う

だ

っ

た

。

そ

の

後

継

者

小

泉

純

一

郎

元

総

理

に

い

た

っ

て

は

、

起

承

転

結

の

な

い

文

字

通

り

の

ワ

ン

フ

レ

ー

ズ

し

か

発

し

な

か

っ

た

。

い

か

に

言

葉

が

軽

く

あ

し

ら

わ

れ

た

か

の

格

好

の

見

本

で

す

ら

あ

っ

た

。

そ

の

衣

鉢

を

継

ぐ

安

倍

晋

三

元

首

相

は

、

言

葉

の

大

切

さ

に

気

が

付

い

た

の

か

、「

美

し

い

日

本

」

な

ど

と

い

う

キ

ャ

ッ

チ

コ

ピ

ー

を

持

ち

出

し

た

も

の

の

、

国

家

の

美

醜

を

自

分

の

「

美

感

」

に

牽

強

付

会

し

た

と

こ

ろ

に

空

虚

さ

が

際

立

っ

て

、

人

口

に

膾

炙

す

る

ど

こ

ろ

か

失

速

し

て

頓

挫

し

た

。

政

治

は

言

葉

で

あ

る

。

政

治

を

志

す

人

々

に

は

、

正

し

い

「

日

本

語

」

を

磨

く

と

こ

ろ

か

ら

始

め

て

い

た

だ

き

た

い

。

 

時

代

を

鮮

や

か

に

切

り

取

っ

て

、

自

ら

も

そ

れ

を

規

範

と

し

、

他

人

を

も

説

得

し

た

言

葉

に
「

灯

り

と

乗

り

も

の

」

が

あ

る

。

言

わ

ず

と

知

れ

た

「

甲

州

財

閥

」
一

統

の

団

結

の

合

言

葉

で

あ

り

、

投

資

や

時

と

し

て

生

き

馬

の

目

を

抜

く

投

機

の

判

断

材

料

で

あ

り

、

彼

ら

の

経

営

す

る

個

々

の

企

業

の

経

営

原

理

で

も

あ

り

、

加

え

て

明

治

近

代

を

切

り

拓

い

て

時

代

を

リ

ー

ド

す

る

「

原

理

」

で

す

ら

あ

っ

た

。

言

葉

が

こ

れ

程

単

純

で

、

し

か



も

エ

ネ

ル

ギ

ー

を

蓄

え

て

い

た

例

は

後

に

も

先

に

も

あ

ま

り

見

当

た

ら

な

い

。

 

明

治

・

大

正

・

昭

和

初

期

、

甲

州

の

若

者

た

ち

は

「

灯

り

と

乗

り

物

」

に

鼓

舞

さ

れ

て

新

興

国

日

本

の

ニ

ュ

ー

ビ

ジ

ネ

ス

を

開

拓

し

て

い

っ

た

。

そ

の

ほ

ん

の

一

例

を

挙

げ

れ

ば

、

東

京

電

力

（

若

尾

逸

平

、

佐

竹

作

太

郎

、

小

林

一

三

）
、

東

北

電

力

（

根

津

嘉

一

郎

）
、

北

海

道

電

力

（

穴

水

熊

雄

）
、

創

業

で

は

な

い

が

中

部

電

力

（

進

藤

武

左

衛

門

）

等

々

、

わ

が

国

の

電

力

事

業

を

創

始

し

た

人

々

の

中

に

甲

州

人

の

比

率

が

際

立

っ

て

高

い

。

 

明

治

４

０

年

（

１

９

０

７

）

１

２

月

２

０

日

、

若

尾

逸

平

と

そ

の

一

統

が

経

営

す

る

東

京

電

燈

株

式

会

社

の

駒

橋

水

力

発

電

所

が

完

成

し

た

。

当

時

、

電

力

と

い

え

ば

ご

く

小

規

模

の

蒸

気

発

電

機

で

あ

っ

た

り

、

移

動

式

の

エ

ン

ジ

ン

発

電

機

が

主

流

だ

っ

た

。

有

名

な

鹿

鳴

館

の

照

明

は

、

パ

ー

テ

ィ

ー

が

開

か

れ

る

都

度

、

移

動

式

の

エ

ン

ジ

ン

発

電

機

を

内

幸

町

ま

で

運

ん

で

行

っ

て

点

灯

し

た

の

だ

っ

た

。

駒

橋

発

電

所

は

当

時

と

し

て

破

格

の

大

規

模

発

電

所

で

あ

り

、

東

京

へ

１

万

５

千

キ

ロ

ワ

ッ

ト

の

電

力

を

送

電

し

た

。

余

談

だ

が

、

ド

イ

ツ

か

ら

輸

入

し

た

こ

こ

の

発

電

機

の

周

波

数

が

東

日

本

の

商

用

周

波

数

５

０

ヘ

ル

ツ

を

決

め

る

元

に

な

っ

た

こ

と

は

あ

ま

り

知

ら

れ

て

い

な

い

。

 

彼

ら

の

発

電

事

業

は

わ

が

国

近

代

化

の

文

字

通

り

起

爆

剤

に

な

っ

た

。

そ

の

近

代

化

に

果

た

し

た

役

割

は

今

考

え

て

も

「

無

限

」

と

い

う

以

上

の

表

現

は

不

可

能

だ

。

駒

橋

発

電

所

の

電

力

は

、

灯

り

か

ら

エ

ネ

ル

ギ

ー

へ

と

変

貌

し

、

電

車

を

動

か

し

、

人

や

物

資

を

運

ぶ

こ

と

で

近

代

産

業

の

扉

を

開

い

て

い

っ

た

。

 

甲

州

財

閥

の

も

う

一

方

の

巨

魁

雨

宮

敬

次

郎

や

根

津

嘉

一

郎

ら

は

、
「

灯

り

」

の

成

功

を

「

乗

り

物

」

に

応

用

し

て

、

甲

武

鉄

道

（

現

中

央

線

飯

田

橋

～

八

王

子

の

国

電

区

間

）

東

武

鉄

道

、

南

海

電

鉄

な

ど

を

創

業

し

て

い

っ

た

。
ま

た

、

早

川

徳

治

は

地

下

鉄

（

現

東

京

メ

ト

ロ

）
を

創

業

し

た

し

、

小

林

一

三

は

私

鉄

の

勇

・

阪

急

電

鉄

を

育

て

、

小

野

金

六

や

堀

内

良

平

は

身

延

鉄

道

や

富

士

山

麓

電

鉄

を

、

河

西

豊

太

郎

は

山

梨

交

通

を

創

始

し

た

。

こ

の

よ

う

に

甲

州

の

青

年

の

手

に

か

か

る

鉄

道

は

全

国

１

０

０

余

社

に

及

ぶ

。

 

乗

り

物

は

鉄

道

に

限

ら

な

い

。

創

業

で

は

な

い

が

、

浅

尾

新

甫

は

日

本

郵

船

を

、

小

佐

野

賢

治

は

バ

ス

と

飛

行

機

輸

送

を

手

掛

け

た

。

彼

ら

に

も

甲

州

財

閥

の

掲

げ

た

「

灯

り

と

乗

り

物

」

の

遺

伝

子

が

確

実

に

染

み

付

い

て

い

た

か

ら

に

他

な

ら

な

い

。

 

今

時

代

は

未

曾

有

の

変

化

の

中

に

あ

る

。

人

々

は

そ

の

速

度

に

着

い

て

い

け

ず

立

ち

す

く

ん

で

い

る

。

こ

う

い

う

時

代

に

は

明

瞭

な

日

本

語

を

操

っ

て

次

代

を

的

確

に

語

れ

る

言

語

能

力

の

あ

る

指

導

者

だ

け

が

必

要

だ

。

 

（

斉

藤

芳

弘

著

『

甲

州

財

閥

物

語

』
（

山

梨

新

報

）

参

照

） 


