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注意事項 

１．監督者の指示があるまで問題を開かないでください。 

２．問題冊子は 15ページあります。ページの落丁、乱丁および解答用紙の汚れなどに気づいた場合は、

無言で手を高く挙げて監督者に知らせてください。 

３．監督者の指示にしたがって、解答用紙に氏名、受験番号をそれぞれ正しく記入してください。 

４．解答は、次の（例）を参考にし、解答用紙の解答記入欄にマークしてください。 

 

解答番号 解 答 記 入 欄 

１ ① ② ③ ④  

 

５．解答用紙に正しくマークされていない場合は、採点できないことがあります。 

６．訂正箇所は、消しゴムできれいに消してください。 

７．解答欄には、関係のない符号や文字あるいはメモなどを記入しないでください。 

８．解答用紙を折ったり汚したりしないでください。 

(例) 解答番号１に対して、⑤と解答する場合 

5

９．声を出して問題を読んではいけません。 

10．不正行為について 

　  ①不正行為に対しては厳正に対処します。  

  ②不正行為に見えるような行為が見受けられた場合は、監督者が直接注意します。 

  ③不正行為が確認された場合は、すべての科目が失格となります。 

11．質問のある場合や気分が悪くなった場合は、無言で手を挙げて監督者に知らせてください。 

12．問題用紙は持ち帰ってください。 
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国 語  

（ 解 答 番 号 は  １  ～  3
6  ） 

 

一 次 の 文 章 を 読 ん で 、 後 の 問 い （ 問 １ ～ ６ ） に 答 え よ 。 解 答 番 号 は  １  ～  1
1  。  

 

（ 注 １ ） 芭
ば

蕉
し ょ う

に は 、 和 歌 の ゆ き 詰 ま り を な ん と か 打 開 し た い 気 持 ち が あ っ た の で 、 俗 語 を 用

い る に し て も 決 し て 安 易 に で は な く 、 苦 し み な が ら よ く 考 え た の で あ ろ う と 思 う の で す 。 正 統

の 和 歌 で は と か く 避 け ら れ て い る 俗 語 は 、 上 流 社 会 で は 貶
お と し

め ら れ て い ま す け れ ど 、 こ の こ と に

つ い て は （ ａ ） 芥
あ く た

川
が わ

龍
り ゅ う

之
の

介
す け

が と て も い い こ と を 言 っ て い ま す 。 俗 語 だ け 使 う の だ っ た ら 、 芭 蕉

が 始 ま り で は な か っ た 。 （ 注 ２ ） 上 島 鬼
お に

貫
つ ら

だ っ て 使 っ て い た 。 芭 蕉 の い い と こ ろ は 、 俗 語 に 錬 金 術

を 施 し た こ と だ 、 と 書 い て い ま す 。 つ ま り 、        Ａ        、 と い う こ

と を 芥 川 龍 之 介 は （ ア ） 称 揚 し た の だ と 思 い ま す 。  

俗 語 を 使 う と ど う い う こ と に な る か 。 上 流 社 会 、 あ る い は 伝 統 文 芸 に お い て 重 ん じ ら れ た の

は 「 雅
み や び

」 と さ れ て い た 言 葉 で す 。 （ 注 ３ ） 「 三
さ ん

冊
ぞ う

子
し

」 の な か に 、 「 高 く 心 を 悟 り て 俗 に 帰 る べ し と

の （ 注 ４ ） 教 へ な り 」 と い う 一 説 が あ り ま す が 、 芭 蕉 に も 駄
だ

洒 落

じ ゃ れ

の 時 代 が あ り ま し た し 、 な に も 、

「 お く の ほ そ 道 」 や 「 野 ざ ら し 紀 行 」 （ 甲
か っ

子
し

吟
ぎ ん

行
こ う

） 「 笈
お い

の 小
こ

文
ぶ み

」 の な か な ど に 出 て く る 名 句 が い

き な り 詠 み 出 さ れ た わ け で は な い の で す 。  

た だ 自 分 の 道 を 探 り 、 求 め て い く の に 、 俗 語 を も 使 う の は や は り 、 そ れ ま で の 正 統 派 の 和 歌

に 対 す る 大 挑 戦 だ っ た と 思 い ま す 。 俗 語 を 使 っ て 、 雅 語 と 同 じ 地 位 を 与 え る と い う こ と の な か

に 革 新 者 と し て の 仕 事 も あ っ た し 、 古 い 文 化 を 享
う

け な が ら 、 新 し い 文 化 を つ く り 出 し て い く 人

間 と し て の 誇 り も 見 せ て い ま す 。  

近 世 の （ 注 ５ ） 俳 諧

は い か い

全 体 か ら み る と 、 私 は 、 芭 蕉 が 長 男 で 、 （ 注 ６ ） 蕪
ぶ

村
そ ん

が 二 男 ぐ ら い の 甘 さ が

あ る と い う 印 象 で 、 長 男 の 苦 労 は さ ぞ や と 想 像 し て い ま す 。 こ れ は

( ｂ ) 与
よ

謝
さ

野
の

晶
あ き

子
こ

の 傾 聴 す べ き

意 見 で す が 、 蕪 村 は 芭 蕉 が い た か ら と て も 得 を し た 、 や り や す か っ た 。 芭 蕉 は 蕪 村 が 出 て く れ

た こ と で 、 自 分 の 仕 事 を さ ら に 広 げ る こ と が で き た の だ と 書 か れ て い ま す 。 さ す が に （ イ ） 造 詣

の 深 い 方 は 違 う と 思 い ま し た 。  

私 は 、 芭 蕉 と 蕪 村 の 句 の い く つ か と 「 お く の ほ そ 道 」 の 口 語 訳 を い た し ま し た が 、 訳 せ ば 訳

す ほ ど 、 自 分 の 言 葉 が 無 駄 に 思 わ れ 、 結 局 、 原 文 が い ち ば ん い い と い う こ と に 気 づ い て 困 っ て

し ま い ま し た 。 「 お く の ほ そ 道 」 は 、 本 当 に 名 文 で す 。 私 な ど の 力 で は 、 あ の 口 語 訳 は 、 と て も

難 し い で す 。 と に か く い っ た ん 訳 し 終 わ り ま し て 、 ど う い う ふ う に 直 そ う か と 思 案 し な が ら 、

改 め て 原 文 が い ち ば ん い い と 思 い 知 ら さ れ ま し た 。 原 文 と 訳 は 別 の も の だ と 頭 で は 承 知 し て い
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る つ も り で も 、 原 文 の 力 に は し ば し ば 圧 倒 さ れ ま す 。 芭 蕉 は 、 や っ ぱ り 「 お く の ほ そ 道 」 に は 、

己 の 全 生 を か け た の で は な い か と 思 う よ う な と こ ろ が あ り ま す 。 自 分 の こ と だ け で は な く て 、

日 本 文 学 全 体 を み て い て 、 俳 諧 は ど の よ う に あ る べ き か と い う こ と を 絶 え ず 考 え て い た 人 で は

な い か と 。  

そ れ を 思 う と 、 蕪 村 は 、 自 分 が 楽 し ん で い い 句 を つ く っ て い れ ば そ れ で い い と い う よ う な と

こ ろ が み え て 、 絵 の ほ う で も 、 一 家 を 成 し て い ま す が 、 Ｂ あ そ こ に き て 、 芭 蕉 が 門 人 た ち と 一 緒

に も っ て い た 〝 座 の 文 学 の 栄 え 〟 と い う も の が 、 な に か 細 っ て い く 感 じ が す る ん で す ね 。  

そ の 「 座 の 文 学 」 で す が 、 私 は 最 初 の う ち は 、 「 文 学 は 共 同 で は で き な い の だ 」 な ど と 生 意 気

な こ と を 思 っ て い て 、 理 解 で き な か っ た の で す 。 と こ ろ が 俳 諧 の （ 注 ８ ） 歌 仙 の 約 束 事 と い う も

の を 少 し ず つ 教 わ っ て 、 言 葉 の 展 開 と 発 展 、 飛 躍 の 過 程 を 理 解 し て く る と 、 お の ず か ら 考 え は

た だ さ れ ま す 。 た と え ば 日 本 に は 平 安 時 代 十 世 紀 の 半 ば か ら 百 首 歌 と い う も の が ご ざ い ま し て 、

一 人 が 一 時 に 百 首 を 詠 ん で い ま す 。 定
て い

数
す う

歌
か

と よ ば れ て 五 十 首 、 千 首 と 詠 ま れ る 例 も あ り 、 作 者

が 複 数 の 場 合 も あ り ま す 。 こ れ は 近 代 ま で 続 い て い る の で す が 、 そ の 百 首 歌 は 、 い く ら 首 数 は

多 く て も 一 人 の 作 者 の 詠 み と な る と 、 ど ん な に が ん ば っ て も 歌 の 領 域 が 限 ら れ て き ま す 。 そ れ

に 比 べ る と 、 三 十 六 句 で 一 巻 と い う こ の 俳 諧 の 歌 仙 は 、 実 に の び の び と し た 付 け 合 い の お も し

ろ さ で 展 開 し 、 発 展 し 、 思 い が け な い 飛 躍 で 現 出 す る 言 葉 の 宇 宙 で す 。  

俳 諧 の 歌 仙 と 百 首 歌 と は 別 の も の で す か ら 、 安 直 に 比 べ る こ と は で き ま せ ん が 、 芭 蕉 が 力 を

入 れ た 座 の 文 学 は 、 人 間 の 表 現 能 力 と い う 点 で は （ ウ ） 画 期 的 な 飛 躍 を 示 し て い る と い う 気 が い

た し ま す 。 そ れ が 蕪 村 の と こ ろ へ き て 、 個 々 の 句 は 非 常 に う ま く 、 修 辞 的 に も 洗 練 さ れ て い っ

た か も し れ な い け れ ど も 、 反 動 と い う の か 、 座 か ら 個 へ 、 内 へ の 籠
こ も

り に 戻 っ て い っ た と い う 印

象 を 持 ち ま し た 。  

芭 蕉 の 手 紙 を 見 ま す と 、 教 育 者 で あ り な が ら 同 時 に 、 ご く 普 通 の （ エ ） 市 井 の 人 情 家 と し て 喜

怒 哀 楽 を 隠 さ な か っ た 人 だ と い う こ と が よ く 分 か り ま す 。 芭 蕉 の 俳 諧 で は 、 最 後 に 「 軽 み 」 と

い う こ と が 言 わ れ て い ま す が 、 蕪 村 に は 教 育 者 の お も か げ は 感 じ ま せ ん 。 た だ 、 蕪 村 の 俳 文 を

読 み ま す と 、 お 兄 さ ん の 芭 蕉 の （ オ ） 供 養 と い う か 、 そ う い う も の が ち ょ っ と 親 身 に な っ て 感 じ

ら れ る 部 分 も 出 て き て 、 そ れ は 私 に は 快 い も の で し た 。 二 人 の し た こ と を 突 き 放 し て 考 え ま す

と 、 や は り 芭 蕉 の 作 品 に は 人 間 を 沈 潜 さ せ る 、 深 く 考 え さ せ る 、 そ う い う 働 き が あ り 、 そ れ に

対 し て 蕪 村 の ほ う は 、 ど ち ら か と い う と 煽
せ ん

情
じ ょ う

的
て き

な 、 気 分 を 高 揚 さ せ る よ う な 働 き が あ る と 思 い

ま す 。  

芭 蕉 も 蕪 村 も 、 自 分 た ち が 新 し い も の を 出 そ う と し な が ら 、 そ の 一 方 で 、 古 い 人 の 仕 事 を 重

ん じ て い る と い う 点 で は 、 通 い 合 っ て い ま し た 。 私 は 、 日 本 の 文 学 の 歴 史 を み て 、 大 き な 仕 事

を 残 し た 人 は 、 ほ と ん ど 例 外 な く 、 そ れ 以 前 の 文 学 に 満 足 し き れ な い 自 分 を 持 っ て い て 、 な ん

（ 注 ７ ） 
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ら か の 反 抗 の 姿 勢 を 持 っ て い る け れ ど も 、 そ れ は 、 決 し て 反 抗 だ け に 終 わ ら ず 、 新 し い 表 現 を

生 ん で い る 。 そ し て 、 そ の 新 し い 表 現 の 根 に は 必 ず 、 そ れ 以 前 の 日 本 の よ い 文 化 に 対 す る 無 限

の 尊 重 が あ っ た と 思 い ま す 。 し か も 、 そ の 古 い 文 化 を 学 ぶ の は 当 た り 前 で あ っ て 「 私 は こ う い

う こ と を 知 っ て い る 」 「 こ う い う こ と を 勉 強 し て い る の だ 」 と ひ け ら か す こ と は あ り ま せ ん 。 自

然 に に じ み 出 る も の が 、 ど う し て も 必 要 な も の と し て 過 去 の 文 化 遺 産 を 勉 強 し た こ と を 示 し て

い ま す 。 そ れ は 、 今 の 時 代 の 大 き な 反 省 の 材 料 か も し れ ま せ ん 。  

（ 竹 西 寛 子 『 言 葉 を 恃
た の

む 』 よ り 。 ）  

 

（ 注 ） １ 芭 蕉  ―― 俳 人 （ 一 六 四 四 ～ 一 六 九 四 年 ） 。  

２ 上 島 鬼 貫  ―― 俳 人 （ 一 六 六 一 ～ 一 七 三 八 年 ） 。  

３ 「 三 冊 子 」  ―― 芭 蕉 の 弟 子 で あ る 、 服 部

は っ と り

土
ど

芳
ほ う

著 の 俳 諧 論 書 。  

４ 教 へ  ―― 芭 蕉 の 教 え 。  

５ 俳 諧  ―― 発 句 （ 俳 句 ） ・ 連 句 （ ＝ 俳 諧 の 連 歌 ） の 総 称 。  

６ 蕪 村  ―― 俳 人 ・ 画 家 （ 一 七 一 六 ～ 一 七 八 三 年 ） 。  

７ 座 の 文 学  ―― 俳 諧 の 連 句 。 五 七 五 と 七 七 の リ ズ ム を 、 座 の 参 加 者 が 連 ね て 、

一 巻 の 作 品 に 仕 上 げ る も の 。  

８ 歌 仙  ―― 「 座 の 文 学 」 の 一 つ 。 和 歌 の 三 十 六 歌 仙 に ち な む 。 こ こ で は 、 後

出 の よ う に 、 三 十 六 句 で 一 巻 の 作 品 に 仕 上 げ る も の 。 芭 蕉 以 降 、 俳 諧 の 代 表

的 な 形 態 と な っ た 。  
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問 １ 傍 線 部 （ ア ） ～ （ オ ） の 漢 字 の 読 み と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の 各 群 の ① ～ ④ の う

ち か ら 、 そ れ ぞ れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は  １ ～  ５ 。  
（ ア ）  １  ① し ょ う じ ょ う ② し ょ う ば ③ し ょ う ち ょ う ④ し ょ う よ う  

（ イ ）  ２  ① ぞ う さ く   ② ぞ う し   ③ ぞ う け い  ④ ぞ う も う  

（ ウ ）  ３  ① か っ き    ② か く き   ③ が き    ④ か き  

（ エ ）  ４  ① し せ い    ② し い    ③ い ち い   ④ い っ ち  

（ オ ）  ５  ① こ う よ う   ② ぎ ょ う よ う ③ く よ う   ④ ぐ よ う  

 

 

問 ２ 傍 線 部 （ ａ ） 「 芥 川 龍 之 介 」 ・ （ ｂ ） 「 与 謝 野 晶 子 」 と あ る が 、 芥 川 龍 之 介 の 小 説 と 与 謝

野 晶 子 の 短 歌 と し て 適 当 な も の を 、 次 の 各 群 の ① ～ ④ の う ち か ら 、 そ れ ぞ れ 一 つ 選 べ 。

解 答 番 号 は  ６ ・  ７ 。  

（ ａ ） 「 芥 川 龍 之 介 」  ６   

① 『 細 雪

さ さ め ゆ き

』  ② 『 歯 車 』  ③ 『 破 戒 』  ④ 『 晩 年 』  

（ ｂ ） 「 与 謝 野 晶 子 」  ７   

① そ の 子 二 十 櫛
く し

に な が る る 黒 髪 の お ご り の 春 の う つ く し き か な  

② の ど 赤 き 玄 鳥

つ ば く ら め

ふ た つ 屋 梁
は り

に ゐ て 足
た ら

乳
ち

根
ね

の 母 は 死 に た ま ふ な り  

③ く れ な ゐ の 二 尺 伸 び た る 薔 薇
ば ら

の 芽 の 針 や は ら か に 春 雨 の ふ る  

④ 白 鳥 は 哀
か な

し か ら ず や 空 の 青 海 の あ を に も 染 ま ず た だ よ ふ  

 

 

問 ３ 空 欄 Ａ に 入 る 表 現 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解

答 番 号 は  ８ 。  

  ① 芭 蕉 は 俗 語 を 使 い つ つ 、 そ れ が 俗 語 で あ る こ と を 見 事 に 隠 し た  

  ② 芭 蕉 は 俗 語 を 使 い な が ら 、 そ れ を 詩 の 言 葉 、 詩 語 に 高 め た  

  ③ 芭 蕉 は 俗 語 と 雅 語 の 両 方 を 使 っ て 、 新 し い 高 み を 目 指 し た  

  ④ 芭 蕉 は 俗 語 を 出 発 点 と し て 、 俗 語 を 到 着 点 と し た  
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問 ４ 傍 線 部 Ｂ 「 あ そ こ に き て 、 芭 蕉 が 門 人 た ち と 一 緒 に も っ て い た 〝 座 の 文 学 の 栄 え 〟 と

い う も の が 、 な に か 細 っ て い く 」 と あ る が 、 ど う い う こ と か 。 そ の 説 明 と し て 最 も 適 当

な も の を 、 次 の ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は ９ 。  

① 芭 蕉 が 探 り 求 め て い た 座 の 文 学 は 、 実 に の び の び と 付 け 合 い の お も し ろ さ で 展 開 し 、

発 展 し た の だ が 、 蕪 村 が そ れ を 継 承 し な い で 画 家 の 道 を 選 択 し た の で 、 せ っ か く 発 展

し 飛 躍 し て い た 座 の 文 学 の 継 承 者 が い な く な っ て し ま っ た と い う こ と 。  

  ② 芭 蕉 が 己 の 全 生 を か け た 座 の 文 学 は 、 言 葉 の 展 開 と 発 展 、 飛 躍 の 過 程 を 経 て 言 葉 の

宇 宙 と な り 場 の 文 学 と し て 確 立 し た の だ が 、 蕪 村 が 画 家 と し て 大 成 し た こ ろ に は 芭 蕉

の 門 人 た ち も い な く な っ て し ま い 文 学 と し て 衰 退 し て し ま っ た と い う こ と 。  

  ③ 芭 蕉 が 門 人 た ち と そ の 確 立 を 目 指 し た 座 の 文 学 は 、 百 首 歌 を し の ぐ 表 現 力 を 獲 得 し

全 盛 期 を 迎 え た が 、 俳 人 で あ る と 同 時 に 画 家 で も あ る 蕪 村 の 登 場 に よ っ て 、 座 の 文 学

の 魅 力 や 勢 い が そ が れ 、 次 第 に 座 の 文 学 に 加 わ る 人 が 減 っ て い っ た と い う こ と 。  

  ④ 芭 蕉 が 力 を 入 れ た 座 の 文 学 は 、 歌 の 領 域 に 限 り が あ る 百 首 歌 と 違 っ て 、 展 開 の お も

し ろ さ で 見 事 な 表 現 力 を 見 せ る に 至 っ た の だ が 、 蕪 村 の こ ろ に な る と 、 共 同 制 作 の 文

芸 と し て の 発 展 よ り も 、 個 人 の 句 の 表 現 力 の 洗 練 へ と 比 重 が 移 っ て い っ た と い う こ と 。  

 

 

問 ５ 筆 者 の 芭 蕉 と 蕪 村 に 対 す る 考 え の 説 明 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ① ～ ④ の う ち か

ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は  1
0  。  

  ① 芭 蕉 は 、 俳 諧 の 世 俗 的 な 地 位 を 高 め よ う と 和 歌 に 対 抗 す る た め に 努 力 を 惜 し ま な か

っ た 。 一 方 蕪 村 は 、 芭 蕉 に 比 べ て 甘 い と こ ろ が あ り 、 芭 蕉 の 成 し た 俳 諧 の 世 界 を 引 き

継 い で 、 自 分 が 楽 し ん で い い 句 を 作 っ て 満 足 し 、 高 み を 目 指 す こ と は な か っ た 。  

  ② 芭 蕉 は 、 自 分 の こ と だ け で は な く 日 本 の 文 学 全 体 の こ と を 考 え て 俳 諧 は ど の よ う に

あ る べ き か を 絶 え ず 考 え て い た 。 一 方 蕪 村 は 、 芭 蕉 の 俳 諧 の 世 界 を さ ら に 広 げ は し た

も の の 、 自 分 の こ と だ け を 考 え て 俳 人 と 画 家 と い う 二 足 の 草 鞋

わ ら じ

を 履 い た 。  

  ③ 芭 蕉 は 、 和 歌 の 行 き 詰 ま り を 何 と か し た い と 考 え て 、 俗 語 を 使 う と と も に 、 座 の 文

学 に 力 を 入 れ 、 俳 諧 の 道 を 究 め た 。 一 方 蕪 村 は 、 そ れ を 受 け 継 い で 俳 諧 の 世 界 を 広 げ

た が 、 個 人 的 に 楽 し む こ と も 多 く 、 気 分 を 高 揚 さ せ る よ う な 句 を 多 く 作 っ た 。  

  ④ 芭 蕉 は 、 俳 諧 の 世 界 の 偉 大 な 教 育 者 で あ る と 同 時 に 喜 怒 哀 楽 を 表 現 す る 庶 民 的 な 人

情 家 だ っ た 。 一 方 蕪 村 は 、 世 の 中 の 人 々 の 感 情 を あ お り 立 て る よ う な 句 や 絵 を 残 し た

点 で 、 教 育 者 と い う よ り も む し ろ 芸 術 家 で あ っ た 。  
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問 ６ こ の 文 章 の 内 容 に 合 致 す る も の と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ

選 べ 。 解 答 番 号 は  1
1  。  

  ① 芭 蕉 は 、 和 歌 の 美 意 識 か ら は 排 除 さ れ て い た 俗 語 を 用 い て 新 し い 文 化 を 創 り 出 し た

が 、 芭 蕉 の 作 品 に は 俗 語 に よ る 「 軽 み 」 と は 対 照 的 な 人 間 の 心 を 沈 潜 さ せ る 暗 さ が 内

包 さ れ て い る 。  

  ② 和 歌 と い う 既 存 の 文 化 が 停 滞 し て い た 時 期 に 、 一 人 が 一 時 に 複 数 首 詠 む 定 数 歌 に 比

べ て 、 座 の 参 加 者 が 句 を 付 け 合 う 中 で 言 葉 の 世 界 が 展 開 し 飛 躍 す る 連 句 と い う 新 し い

文 化 が 生 ま れ た 。  

  ③ 俳 諧 の 世 界 に お い て 、 高 い 芸 術 性 を も つ 独 自 の 俳 風 を 完 成 し た 芭 蕉 は 長 男 で あ り 、

自 分 が 楽 し ん で い れ ば い い と い う 甘 え が 見 え る 蕪 村 は 、 先 駆 者 の 苦 労 を し て い な い 点

で 二 男 に あ た る 。  

④ 日 本 の 文 学 の 歴 史 を 見 る と 、 古 い 文 化 を 尊 重 し 学 び な が ら も 、 そ れ に 満 足 し な い と

い う 姿 勢 が 新 し い 表 現 や 文 化 を 生 み 出 し て き た の で あ り 、 芭 蕉 や 蕪 村 も そ の 点 で 共 通

し て い た と 言 え る 。  
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二 次 の 文 章 を 読 ん で 、 後 の 問 い （ 問 １ ～ ６ ） に 答 え よ 。 な お 、 設 問 の 都 合 で 本 文 の 段 落 に １

～ ２
０

の 番 号 を 付 し て あ る 。 解 答 番 号 は  1
2  ～  2
1  。  

 

 発 想 と い う の は 、 人 間 の 頭 の 中 に （ ア ） カ ク ノ ウ さ れ た も の が 、 図 書 館 の よ う に 順 番 に は 並 ん で

い な い こ と を 連 想 さ せ る 行 為 で あ る 。 全 然 違 う ジ ャ ン ル の も の が つ な が っ た り 、 同 じ よ う な 傾 向

を 見
み

出
い だ

し た り で き る 。 い わ ば 、 も の ご と を 抽 象 化 し て い る か ら こ そ 、 そ う い っ た ぼ ん や り と し た

関 係 性 の よ う な も の が 見 え て く る こ と が 多 い 。  

 僕 は 、 固 有 名 詞 を 覚 え な い 。 す る と 、 た と え ば 、 「 織
お

田
だ

信
の ぶ

長
な が

」 と い う 名 詞 が デ ー タ と し て 記 憶 さ

れ る の で は な く 、 そ の 人 の 顔 と か 性 格 、 イ メ ー ジ 、 振
ふ る

舞
ま

い 、 行 い な ど 、 関 連 し た さ ま ざ ま な デ ー

タ が そ の 近 く で 記 憶 さ れ る 。 こ れ は 、 ぼ ん や り と し た 雲 の よ う な イ メ ー ジ の も の で あ る 。  

 そ の 雲 を 、 僕 は 「 知 っ て い る 」 の で あ る 。 こ の よ う に し て も の ご と を 覚 え 、 理 解 す る と 、 新 し

い デ ー タ も 雲 と し て 入 力 さ れ 、 も や も や と し た 煙 の よ う な イ メ ー ジ が 頭 の 中 に つ ぎ つ ぎ と 立 ち 上 る 。  

 人 物 名 を 忘 れ る こ と は ヒ ン （ イ ） パ ン だ が 、 そ の 人 物 の 顔 は 覚 え て い る し 、 何 を し た 人 か 、 ど ん

な 性 格 の 人 か な ら 話 す こ と が で き る 。 名 前 が 出 て こ な く て も 、 今 は ネ ッ ト で キ ー ワ ー ド 的 な も の

を 幾 つ か 入 力 す れ ば 、 た ち ま ち ず ば り の 名 称 を （ 読 み 方 や 表 記 法 な ど も ） 教 え て く れ る 。 だ か ら 、

固 有 名 詞 を 覚 え て い な く て も 、 ま っ た く 不 都 合 は な い 時 代 に な っ た 。  

 こ の よ う に 、 Ａ 雲 の よ う な 存 在 と し て 、 も の ご と を 扱 う 頭 は 、 こ れ ま で に な か っ た 発 想 を 生 み や

す い 、 と 僕 は 感 じ て い る 。 も の の 名 称 で 記 憶 し て い る 人 に は 、 思 い も か け な い 関 連 性 を 、 と き ど

き ふ と 連 想 し 、 理 解 を 深 め る 体 験 が し ば し ば だ か ら だ 。  

 原 子 と い う の は 、 原 子 核 の 周 り を 電 子 が 回 っ て い る 状 態 だ 。 原 子 と い う 小 さ な 球 体 が あ る わ け

で は な い 。 大 き さ も な い し 、 原 子 の 中 も 外 も な い 。 近 づ く ほ ど 、 （ ウ ） エ イ キ ョ ウ が 大 き く な る だ

け で あ る 。  

 そ れ ど こ ろ か 、 も っ と 小 さ な 素 粒 子 か ら で き て い る こ と が 、 近 年 に な っ て わ か っ て き た 。 量 子

力 学 に お け る 「 不 確 定 性 原 理 」 と い う 言 葉 を 聞 い た こ と が あ る だ ろ う 。 多 く の 人 が 、 「 な に ご と も

確 定 は で き な い 」 く ら い の 意 味 に 、 こ の 言 葉 を 使 っ て い る 。 と ん で も な い 間 違 い だ と は い え な い

が 、 「 な に ご と も 、 突 き 詰 め て い け ば 、 そ の 核 と な る 大 元 に 行 き 着 く わ け で は な い 」 く ら い の 意 味

な ら 、 そ の と お り か も し れ な い 。 予 定 ど お り に 仕 事 が 終 わ る か ど う か わ か り ま せ ん 、 と い う と き

に 使 う の は 拡 大 解 釈 だ 。  

 つ ま り 、 物 体 も 事 象 も 、 言 葉 と い う も の で は 基 本 的 に 表 す こ と は で き な い 。 言 葉 に す る こ と で 、

そ れ を 知 っ た つ も り に な っ て も 、 実 は ほ と ん ど 知 ら な い の と 同 じ だ 。 そ れ な の に 、 言 葉 を 知 っ て

い れ ば テ ス ト で 点 が （ エ ） カ セ げ る か ら 、 今 は 大 勢 が 単 な る 言 葉 を 「 記 憶 」 し よ う と し て い る 。 そ

れ で 「 頭 が 良 い 」 と い う 評 価 を 受 け る 時 代 だ か ら で あ る 。  

1
2

3
4

5
6

7
8

1

20
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 そ う い っ た 言 葉 を 記 憶 す る 勉 強 法 で は 、 頭 の 中 を 整 理 ・ 整 頓 す る よ う な イ メ ー ジ が ぴ っ た り だ

っ た 。 ジ ャ ン ル を 明 確 に 分 け 、 記 憶 す る も の を 選 択 し て 、 無 駄 の な い 記 憶 を す る こ と が 、 受 験 で

勝 つ コ ツ だ っ た 。  

 し か し 、 こ れ か ら の 時 代 は そ う で は な い 。 何 故
な ぜ

な ら 、 記 憶 の ア ク セ ス は 、 人 間 よ り も コ ン ピ ュ

ー タ や Ａ Ｉ の 方 が 勝 っ て い る か ら だ 。  

 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Ｂ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  

 け れ ど も 、 こ の 種 の 「 頭 」 は 、 そ ろ そ ろ い ら な い 時 代 な の で あ る 。 こ の 転 換 期 に も う 差 し 掛 か

っ て い る 。  

 数 十 年 ま え に は 、 正 確 な 計 算 が で き る 能 力 が 重 ん じ ら れ た 。 大 勢 が 算
そ ろ

盤
ば ん

を 習 っ て い た 。 僕 が 子

供 の 頃 が そ う で あ る 。 算 盤 塾 に み ん な が 通 っ て い た し 、 学 校 で も 算 盤 の 授 業 が あ っ た 。 し か し 、

そ の 後 計 算 機 が 登 場 し た 。 僕 が 小 学 生 の と き に は 、 ま だ 十 万 円 も し た し 、 か な り 大 き く て 重 い 機

械 だ っ た 。 そ れ が た ち ま ち 手 の 中 に 収 ま る 大 き さ に な っ て し ま い 、 値 段 も ど ん ど ん 下 が っ た 。 何

の た め に 苦 労 し て 算 盤 を 習 っ た の か 、 と 大 勢 が 感 じ た こ と だ ろ う 。  

 ち な み に 、 僕 は 幼 稚 園 の と き に 、 こ の 算 盤 塾 へ 体 験 入 学 し た こ と が あ っ た 。 そ こ で 珠
た ま

の 弾
は じ

き 方

を 教 え て も ら い 、 先 生 が 読 み 上 げ る 数 を 足 す 練 習 を し た 。 三 日 く ら い 通 っ た だ ろ う か 。 だ が 、 僕

は 先 生 が い う 数 字 を 頭 の 中 で 暗 算 し 、 そ れ を 算 盤 の 珠 の 位 置 に 移 し て い た だ け だ っ た 。 暗 算 し た

方 が 速 い 、 と 自 分 で 思 っ た の で 、 算 盤 塾 に は 行 か な い 、 と 親 に 話 し た の を 覚 え て い る 。  

 昔 は 、 計 算 が で き る 人 が 頭 の 良 い 人 と し て チ ョ ウ （ オ ） ホ ウ さ れ た 。 記 憶 が 正 確 に で き る 人 も 、

社 会 的 に の し 上 が る こ と が で き た 。 だ が 、 い ず れ も 、 機 械 に は か な わ な く な っ た 。 こ れ か ら は 、

人 間 の 能 力 と し て は 必 要 が な い 。  

 そ し て 、 今 の と こ ろ 、 人 間 に 残 さ れ た 仕 事 と は 、 発 想 す る 頭 を 使 う 作 業 で あ る 。 そ の 頭 は 、 こ

れ ま で の よ う な 整 理 ・ 整 頓 で 得 ら れ る ほ ど シ ン プ ル で は な い よ う に 思 え る が 、 い か が だ ろ う か ？  

 た だ し 、 計 算 が ま っ た く 無 駄 だ と は い え な い 。  

 計 算 は 、 基 本 的 な 頭 の 動 作 で あ る か ら 、 Ｃ 訓 練 を す る と い う 意 味 で 有 用 だ ろ う 。 ジ ョ ギ ン

グ や ウ ォ ー キ ン グ が 健 康 に 良 い と さ れ て い る よ う に 、 適 度 に Ｃ こ と は 、 非 常 に 大 事 だ と 思 う 。

し た が っ て 、 子 供 に 計 算 を さ せ る 教 育 は 、 今 後 も 続 け ら れ る は ず で あ る 。  

 ま た 、 記 憶 も 意 味 が な い と い う わ け で は な い 。  

 発 想 す る た め に 必 要 な 材 料 の 多 く は 、 記 憶 し た も の だ か ら だ 。 空 っ ぽ の 頭 で は 、 発 想 し よ う に

も な に も 出 て こ な い 。 発 想 は 、 関 連 づ け る こ と で あ り 、 連 想 す る こ と だ 。 だ か ら 、 知 識 を 持 っ て

い る こ と は 、 基 本 的 な 条 件 と い え る 。 た だ し 、 正 確 な 知 識 で あ る 必 要 は な い 、 と い う 意 味 で 、 少

し 方 向 性 が 異 な る 。 雲 の よ う な ぼ ん や り と し た 記 憶 の 方 が 、 発 想 に は む し ろ 向 い て い る 。  

（ 森 博 嗣 『 ア ン チ 整 理 術 』 よ り 。 ）  
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問 １ 傍 線 部 ( ア ) ～ ( オ ) に 相 当 す る 漢 字 を 含 む も の を 、 次 の 各 群 の ① ～ ④ の う ち か ら 、 そ

れ ぞ れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は  1
2  ～  1
6  。  

（ ア ） カ ク ノ ウ  1
2   

① 経 営 の サ イ カ ク を 発 揮 す る  

② 問 題 の カ ク シ ン を 突 い た 発 言  

③ カ ク チ ョ ウ の 高 さ が 感 じ ら れ る 和 歌  

④ 新 し い 流 行 に カ ク セ イ の 感 を 禁 じ 得 な い  

 

（ イ ） ヒ ン パ ン  1
3   

① ハ ン カ ン を 買 う よ う な 態 度  

② 雑 草 の ハ ン シ ョ ク 力 に 手 を 焼 く  

③ ど う 考 え て も ハ ン ゼ ン と し な い  

④ 無 料 で 見 本 を ハ ン プ す る  

 

（ ウ ） エ イ キ ョ ウ  1
4   

① 市 民 の 意 見 を ハ ン エ イ す る  

② 決 然 と し て エ イ ダ ン を 下 す  

③ エ イ イ 検 討 中 で す  

④ イ ン エ イ を 帯 び た 音 楽  

 

（ エ ） カ セ げ る  1
5   

① 卒 業 後 は カ ギ ョ ウ を 手 伝 う  

② 骨 に フ カ を か け て 強 化 を 図 る  

③ カ ホ ウ 者 で 幸 せ だ  

④ 工 場 を フ ル カ ド ウ し て い る  

 

（ オ ） チ ョ ウ ホ ウ  1
6   

① ホ ウ モ ツ 殿 が 公 開 さ れ る  

② 解 決 の ホ ウ ト を 見 い だ す  

③ 熱 を ホ ウ サ ン す る  

④ 今 年 も ホ ウ ネ ン 満 作 だ と 喜 ぶ  

 



10

 

 

問 ２ 傍 線 部 Ａ 「 雲 の よ う な 存 在 と し て 、 も の ご と を 扱 う 頭 は 、 こ れ ま で に な か っ た 発 想 を

生 み や す い 」 と あ る が 、 そ の 理 由 を 筆 者 は ど の よ う に 言 っ て い る の か 。 そ の 説 明 と し て

最 も 適 当 な も の を 、 次 の ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 1
7  。  

① あ る 物 事 を 覚 え 、 理 解 す る と き に 、 そ の 対 象 の 固 有 名 詞 は 覚 え な い で 、 近 く の さ ま

ざ ま な デ ー タ の み を 記 憶 し て お く と 、 そ れ ま で に 同 じ よ う に し て 記 憶 し て い た さ ま ざ

ま な デ ー タ に よ る 記 憶 を 呼 び 起 こ し そ れ ら と 自 由 に 結 合 し や す い か ら 。  

② あ る 物 事 を 覚 え 、 理 解 す る と き に 、 そ の 対 象 そ の も の の デ ー タ だ け に 縛 ら れ な い で 、

無 駄 か ど う か を 考 え ず そ の 近 く に あ る デ ー タ も 一 緒 に 記 憶 し て お く と 、 そ の 記 憶 は そ

の 対 象 に 関 連 す る も の で は あ っ て も 、 決 し て 体 系 的 に つ な が っ て は い な い の で 、 自 由

に い ろ い ろ な 形 で 関 連 す る 可 能 性 が あ る か ら 。  

③ あ る 物 事 を 覚 え 、 理 解 す る と き に 、 そ の 対 象 に 関 連 す る さ ま ざ ま な デ ー タ を イ メ ー

ジ と し て 記 憶 す る と 、 そ れ ら が よ り 深 い 理 解 に つ な が る 、 思 い も か け な い 結 び つ き 方

を す る こ と が あ る か ら 。  

④ あ る 物 事 を 覚 え 、 理 解 す る と き に 、 言 葉 を 用 い て 限 定 的 に 記 憶 す る と そ れ を 忘 れ や

す い が 、 言 葉 で は な く イ メ ー ジ で 記 憶 す る と 印 象 に 残 り や す く て 忘 れ に く い う え に 、

イ メ ー ジ 同 士 が 必 然 的 に 自 由 に つ な が り 合 う よ う に な り や す い か ら 。  

 

 

問 ３ 空 欄   Ｂ   に は 、 次 の 五 文 が 入 る 。 そ の 入 る 順 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 後

の ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は  1
8  。  

ア 整 理 さ れ た 「 頭 」 が 優 遇 さ れ た こ と が 、 整 理 ・ 整 頓 の 重 要 性 が 社 会 に 広 が っ た 一 因

と な っ た か も し れ な い 。  

イ 具 体 的 に は 、 裕 福 に な れ る 。  

ウ 仕 事 で 役 に 立 つ 人 間 は 、 出 世 し て 社 会 的 に よ り 高 い 立 場 に 行 き 着 け る 。  

エ 記 憶 の 有 無 や そ の ア ク セ ス の 正 確 さ が 試 験 で 問 わ れ た の は 、 そ う い っ た 仕 事 を す る

人 間 が チ ョ ウ ホ ウ さ れ た か ら で あ る 。  

オ そ ん な 結 果 に 結 び つ い て い た 。  

 

① エ → ウ → ア → オ → イ  

② エ → ア → ウ → イ → オ  

③ ウ → オ → イ → エ → ア  

④ ウ → イ → ア → オ → エ  
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問 ４ 空 欄 Ｃ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解

答 番 号 は  1
9  。  

① 脳 に 栄 養 を 送 る  

② 脳 を 鍛 え る  

③ 頭 を 良 く す る  

④ 頭 を 動 か す  

 

 

問 ５ 次 に 示 す の は 、 本 文 を 読 ん だ 後 に 、 四 人 の 生 徒 が 話 し 合 っ て い る 場 面 で あ る 。 本 文 の

読 み 取 り に 関 す る 内 容 と し て 適 当 で な い 箇 所 が あ る 発 言 を 、 ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。

解 答 番 号 は  2
0  。  

① 生 徒 Ａ ―― 今 ま さ に 試 験 の 形 が 変 わ っ て き て い ま す 。 筆 者 の 言 う よ う に 、 計 算 機 が

登 場 し 小 型 化 す る な ど 進 化 し た こ と に よ っ て 算 盤 を 使 う 人 が 求 め ら れ な く な っ た よ う

な 形 で 時 代 が 変 わ る と 、 人 間 に 求 め ら れ る 能 力 も 当 然 変 わ る の だ な と 思 い ま し た 。  

② 生 徒 Ｂ ―― 固 有 名 詞 を 覚 え な く て も そ れ に 関 す る デ ー タ を 知 っ て い れ ば 検 索 で き て

わ か る と い う の が 妙 に 納 得 で き ま し た 。 で も 、 筆 者 は 、 固 有 名 詞 を 覚 え な く て も い い

と 言 っ て い る わ け で は な く 、 知 っ て い る だ け で は 無 駄 だ と 言 っ て い る の で す よ ね 。  

③ 生 徒 Ｃ ―― 記 憶 の ア ク セ ス は 、 確 か に 、 人 間 は コ ン ピ ュ ー タ や Ａ Ｉ に 負 け る と 思 い

ま す 。 で も 、 い や 、 だ か ら こ そ 、 筆 者 の 言 う よ う に 、 ま ず い ろ い ろ な 情 報 を き ち ん と し

た デ ー タ と し て 記 憶 し て 、 そ こ か ら さ ま ざ ま な 発 想 が で き る 人 間 に な り た い で す 。  

④ 生 徒 Ｄ ―― 発 想 の 条 件 は 知 識 を 持 っ て い る こ と だ が 、 そ の 知 識 は 完 璧 な も の よ り 完

璧 で な い 方 が 自 由 な 発 想 に 向 い て い る と か 、 覚 え た 知 識 を 整 理 す る 必 要 は な い と 考 え

る 筆 者 は 、 覚 え た り 発 想 し た り す る こ と を と て も 楽 し ん で い る の だ な あ と 思 い ま し た 。  
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問 ６ こ の 文 章 に 用 い ら れ た 具 体 例 の 説 明 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ① ～ ④ の う ち か ら

一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は  2
1  。  

① ２ 段 落 の 「 織 田 信 長 」 の 具 体 例 で は 、 そ の 人 物 像 を 誰 も が 知 っ て い る で あ ろ う 「 織

田 信 長 」 を 用 い て 、 筆 者 が 日 頃 行 っ て い る 記 憶 の 仕 方 を 具 体 的 に 示 す こ と で 、 「 ぼ ん や

り と し た 雲 の よ う な イ メ ー ジ 」 を 読 者 が 理 解 で き る よ う に 導 い て い る 。  

② ６ 段 落 の 「 原 子 」 の 具 体 例 は 、 「 ぼ ん や り と し た 雲 の よ う な イ メ ー ジ 」 、 つ ま り 、 記

憶 し た も の が 頭 の 中 で ど の よ う に 位 置 し て い る か を さ ら に わ か り や す く 説 明 す る た め

に 、 読 者 が イ メ ー ジ し や す そ う な も の を 再 度 示 し て い る 。  

③ ７ 段 落 で は 、 「 量 子 力 学 に お け る 『 不 確 定 性 原 理 』 」 と い う 、 一 般 的 に は 理 解 さ れ に

く い 言 葉 を あ え て 示 す こ と で 、 人 間 が い く ら 記 憶 し て も 記 憶 し た 対 象 を 確 実 に 理 解 で

き る わ け で は な い と い う こ と を 暗 に 伝 え て い る 。  

④ １
４

段 落 の 「 算 盤 塾 へ 体 験 入 学 」 の 具 体 例 は 、 計 算 機 が 発 達 し て い な か っ た 過 去 の 事

実 を 示 す こ と で 、 計 算 機 の 発 達 し た 現 代 に お い て 計 算 は 人 間 に 残 さ れ た 仕 事 で は な い

と い う こ と を 強 調 す る 役 割 を 果 た し て い る 。  

 

2
6

7
14
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三 次 の 問 い （ 問 １ ～ 1
1

） に 答 え よ 。 解 答 番 号 は  2
2  ～  3
6  。  

 

問 １ 次 の ア ～ ウ の 文 の 説 明 に あ て は ま る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 後 の ① ～ ④ の う ち

か ら 、 そ れ ぞ れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は  2
2  ～  2
4  。  

ア 矛 盾 ・ 対 立 す る も の が 互 い に 争 う こ と 。  2
2   

① 相 克  ② 相 反  ③ 背 反  ④ 離 反  

イ 教 訓 や 風 刺 を 込 め た 話 。  2
3   

① 説 話  ② 挿 話  ③ 逸 話  ④ 寓
ぐ う

話
わ

 

ウ 気 ま ま な 考 え ・ 思 い つ く ま ま の 自 分 勝 手 な 考 え 。  2
4   

① 故 意  ② 恣 意  ③ 野 心  ④ 虚 心  

 

問 ２ 次 の ア ～ ウ の 意 味 を 表 す 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 後 の ① ～ ④ の う ち か ら 、 そ れ

ぞ れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は  2
5  ～  2
7  。  

 ア 範 疇

は ん ち ゅ う

・ 部 門 。  2
5   

① テ ク ス ト    ② モ チ ー フ       ③ カ テ ゴ リ ー  ④ ア レ ゴ リ ー  

イ 自 由 主 義 。  2
6   

① リ ベ ラ リ ズ ム  ② ポ ピ ュ リ ズ ム    ③ リ ア リ ズ ム  ④ ナ シ ョ ナ リ ズ ム  

ウ 生 命 倫 理 。  2
7   

① バ イ オ ロ ジ ー   ② バ イ オ ハ ザ ー ド  ③ バ イ オ マ ス   ④ バ イ オ エ シ ッ ク ス  

 

問 ３ 次 の 各 文 の う ち 、 敬 語 の 使 い 方 の 説 明 と し て 誤 っ て い る も の を 、 ① ～ ④ の う ち か ら 一

つ 選 べ 。 解 答 番 号 は  2
8  。  

① 「 お （ ご ） ～ す る 」 「 お （ ご ） ～ い た す 」 は 、 尊 敬 表 現 で あ る 。  

② 「 い ら っ し ゃ る 」 は 「 い る 」 「 来 る 」 「 行 く 」 の 尊 敬 表 現 で あ る 。  

③ 「 せ が れ 」 「 愚 息 」 「 息 子 ど も 」 は 謙 譲 の 意 味 を 含 む 体 言 で あ る 。  

④ 「 あ げ る 」 「 さ し あ げ る 」 「 い た だ く 」 は 謙 譲 の 補 助 動 詞 に な る 。  
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問 ４ 次 の 各 文 の う ち 、 敬 語 の 使 い 方 が 誤 っ て い る も の を 、 ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解

答 番 号 は  2
9  。  

① お 目 に か か っ て か ら お 話 し し ま す 。  

② お 願 い い た さ れ て も 困 っ て し ま い ま す 。  

③ 君 の お 母 さ ん は ど ち ら に い ら っ し ゃ い ま す か 。  

④ 父 が お 礼 に 伺 い た い と 申 し て お り ま す 。  

 

問 ５ 次 の 各 文 の 傍 線 部 の う ち 、 他 と 品 詞 が 異 な る も の を 、 ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解

答 番 号 は  3
0  。  

① こ れ は ま た 、 な ん と も 信 じ ら れ な い 話 だ 。  

② い ず れ ま た ど こ か で お 会 い し ま し ょ う 。  

③ 彼 女 は 美 し く 、 ま た 親 切 で も あ る 。  

④ ま た 会 え る と は 思 っ て も い な か っ た 。  

 

問 ６ 次 の 各 文 の 傍 線 部 の 「 で 」 の う ち 、 他 と 種 類 が 異 な る も の を 、 ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ

選 べ 。 解 答 番 号 は  3
1  。  

① こ の 本 を も う 読 ん で し ま っ た の か 。  

② 兄 は テ ニ ス 部 で 、 僕 は 吹 奏 楽 部 だ 。  

③ 信 じ ら れ な い が 事 実 で あ る よ う だ 。  

④ こ ち ら が 社 長 で ご ざ い ま す 。  

 

問 ７ 次 の 各 文 の 傍 線 部 の 「 に 」 の う ち 、 他 と 用 法 が 異 な る も の を 、 ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ

選 べ 。 解 答 番 号 は  3
2  。  

① 知 ら な い 人 に 話 し か け ら れ る 。  

② こ れ は 多 く の 人 に 愛 さ れ る 名 曲 だ 。  

③ 一 番 バ ッ タ ー に ホ ー ム ラ ン を 打 た れ た 。  

④ 赤 ち ゃ ん に ミ ル ク を 飲 ま せ る 。  

 

問 ８ 次 の う ち 、 慣 用 句 の 表 記 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答

番 号 は  3
3  。 

① 濡
ぬ

れ 手 で 粟
あ わ

  ② 高 値 の 花  ③ 木 で 花 を 括
く く

る  ④ 孫 に も 衣 装  
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問 ９ 次 の 四 字 熟 語 の う ち 、 「 た く さ ん の つ ま ら な い 人 や 物 」 と い う 意 味 を 表 す 語 句 と し て 最

も 適 当 な も の を 、 ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は  3
4  。  

① 軽
け い

佻
ち ょ う

浮 薄  ② 多 士 済 済  ③ 有 象 無 象  ④ 鶏 鳴 狗
く

盗
と う

 

 

問 1
0  次 の 四 字 熟 語 の う ち 、 「 自 分 で 考 え ず に 、 他 人 の 意 見 に た だ 従 う こ と 」 と い う 意 味 を 表

す 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は  3
5  。  

① 優 柔 不 断  ② 同 工 異 曲  ③ 面 従 腹 背  ④ 付 和 雷 同  

 

問 1
1  次 の 故 事 成 語 の う ち 、 「 広 く 世 間 で 評 判 に な る 」 と い う 意 味 を 表 す 語 句 と し て 最 も 適 当

な も の を 、 ① ～ ④ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は  3
6  。  

① 人 口 に 膾
か い

炙
し ゃ

す る  ② 奇 貨 居
お

く べ し  ③ 白 眉  ④ 白 眼 視  
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国語②   解答一覧と配点案 

 

大問  番号  正解  

一  

35点  

1 ④  

2 ③  

3 ①  

4 ①  

5 ③  

６  ②  

７  ①  

８  ②  

9 ④  

10 ③  

11 ④  

二  

35点  

12 ③  

13 ②  

14 ④  

15 ④  

16 ①  

17 ③  

18 ②  

19 ④  

20 ③  

21 ①  

三  

30点  

22 ①  

23 ④  

24 ②  

25 ③  

26 ①  

27 ④  

28 ①  

29 ②  

30 ③  

31 ①  

32 ④  

33 ①  



SN 国語②_解答 

- 2 - 

34 ③  

35 ④  

36 ①  

 

 


