
数 学 ��2

< 注意 > 次の ア から ニ にあてはまる数字または符号を，マークシート解答
用紙の該当する解答欄にマークせよ。ただし，分数は既約分数で表せ。

1 点 (1, 2) を通り，直線 2x − y = 3 に垂直な直線の方程式は x + ア y = イ

である。

2

∫ π

0

sinx cos 2x dx = −
ウ

エ

3 関数 y = cos 3x+2 cosx
(
0 � x � π

2

)
の最大値は オ であり，最小値は−

√
カ

キ
である。
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（注）この問題は「数学②」で，工学部の問題である。

解答用紙は，数学のマークシート１枚。

（解答用紙の選択欄に「数学②」を必ず記入・マークすること。）
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4 20本のくじに 5本の当たりくじが含まれている。このくじから同時に 3本のくじ

を引くとき，少なくとも 1本当たる確率は
ク ケ コ

サ シ ス
である。

5 三角形 ABC において，AB = 6
√
2，AC = 4

√
3，BC < 6，∠ABC = 45◦ である。

また，−→
AP = s

−→
AB+ t

−→
AC で与えられる点 Pがあり，s � 0，t � 0，1

3
� s+ t � 1

2
の

条件を満たす。このとき，点 Pが描く図形の面積は
セ

(
ソ −

√
タ

)

チ
である。

6 lim
n→∞

n∑
k=1

1

(2k + 1)(2k + 3)
=
ツ

テ

7 z, wを 0でない複素数とし，複素数の数列 {an}を

a1 = z, an+1 =
w

an
(n � 1)

と定める。このとき an+2 =

(
w

|w|
)ト

an であり，|a1| = |a8|となるとき |w| = |z| ナ

が成り立つ。一方，z = 2，w = 1+
√
3 i のとき，複素数平面においてすべての anは

ある 1つの正 ニ 角形の頂点または辺上にある。ただし，iは虚数単位とする。

分 修正日：2020年12月8日 午後5時23分

Ｓ

計算用紙が次ページにあります。　 2 　

47数学

―  529  ―



��1

< >

1 |2x− 1| = |5x+ 2|
4

x = x =

2 a, b

a2 − 2ab− 3b2 + 6a− 2b+ 1 = 0

(
a+ b+

)(
a− 3b+

)
=

a = , b =

3 x

(x2 + x− 1)2 + (x2 + x− 2)2 = (2x2 + 2x− 3)2

f(x) = x2 + x − 1, g(x) = x2 + x − 2 f(x)

g(x) x = x =

x =
±
√
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（注）この問題は，「数学①」の問題である。

解答用紙は，数学のマークシート１枚。

（解答用紙の選択欄に「数学①」を必ず記入・マークすること。）
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4 �ABC tanB = 2 tanC = 4 cosA = √

5 A

B C

D

36◦

A = 36◦ AB = AC = 2

�ABC ∠ABC 2 AC D

�ABC �BCD

AD =

√
− cos 36◦ =

+

√

6 6 A, B, C 3 3

1 1

7 3 10 A B

A B

A B
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8 A

B CD

I

AB = 7 BC = 8 CA = 5

�ABC �ABC I

AI BC D

BD : DC = :

AI : ID = :

�AIC

�ABC
=

9 1 1

√
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修正日：2020年12月8日 午後5時27分

Ｓ

（注） この問題は，「英語」の問題である。国際関係学部・人文学部の英

語英米文化学科は，第一志望・第二志望にかかわらず必須科目。

解答用紙は，英語のマークシート１枚。

英　　　　　語

（ 解答番号 1 ～ 40 ）

　 19 　

91英語

〔１〕 次の文章を読み，下の設問に答えよ。

Personal computers and the Internet are such an important part of our lives today that it 

is difficult to imagine what our lives would be like without them. We use computers in every 

part of our lives, from communication to work to entertainment, but it can be difficult to 

remember that only as recently as twenty years ago, they were not nearly as integrated into our 

everyday lives as they are now.

The first electronic computer, the ENIAC, was built in 1946 for the United States military. 

It was an enormous piece of machinery, filling a whole room. Computers remained large and 

unwieldy until the advent of “microcomputers” in the early 1970s, but even the new 

microcomputers were nothing like the computers we know today; many had neither keyboards 

nor video monitors! These computers were mostly used by hobbyists and scientists, and were 

not a common sight. In 1977, the introduction of three computers designed for personal 

users̶the Apple II, the Commodore PET, and the Radio Shack TRS-80̶revolutionized the 

world of personal computers, making inexpensive, easy-to-use desktop computers available to 

the general public.

As desktop computers grew more and more powerful over the next twenty years, the next 

great change in the world of home computing began to make itself known: the Internet. Users 

of computers in academic settings had been connecting their computers together into networks 

since the late 1960s, but nearly every network had a different method of communicating 

between computers. This made connecting networks together into something like the Internet 

we know today quite difficult. In the early 1970s, engineers began developing an “internetwork 

protocol,” which allowed different networks to communicate with each other; it was this 

concept of “internetworking” that led to the term “Internet.” Throughout the 1980s, this 

protocol, or standard procedure, began to be used farther and farther across the world, and by 

the mid-1990s, the Internet connected computers all across North America, Europe, and Asia, 

although Africa lagged behind somewhat.

At this stage, though, the Internet was still primarily used simply for e-mail and other 

forms of communication; the next great leap in personal computing was the use of computers 
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91英語

and the Internet for business. Originally, commercial use of the Internet was strictly forbidden, 

but this restriction was slowly eroded over time, and in 1995, the use of the Internet for 

business began in earnest. Today, of course, shopping online is nearly as easy and ordinary as 

walking to the convenience store on the corner, but at first people were very worried about the 

safety of online shopping. It took a great deal of time and hard work to make shopping online 

as safe and reliable as it is today.

What is now an unremarkable part of most of our everyday lives̶using computers to 

communicate by e-mail or text or voice chat, to buy or rent music, movies, or a hundred other 

things, to share media that we create for free̶took a combination of many factors. The 

increasing power and decreasing price of the computers themselves, the development of the 

physical network that connects them, and the ways computers communicate with each other all 

took an enormous amount of work over more than fifty years to reach the state we are in today. 

We may not often think about how our lives would be different without computers, but we owe 

those hard-working people more than we may ever know.

〔設問〕 本文の内容と一致するように，次の空欄 ( ① ～ ⑩ )に入れるのに最も適当なものを，
それぞれ下のア～エのうちから一つずつ選べ。

The first electronic computer was  ① .
 ア　built for use at a university イ　extremely large

 ウ　connected to the Internet エ　easy to use

Many of the first microcomputers built in the early 1970s  ② .
 ア　did not have keyboards

 イ　were as large as a room

 ウ　looked much like modern computers 

 エ　were found in every home

The three computers that revolutionized home computing in 1977 did NOT include the  ③ .
 ア　Apple II  イ　TRS-80

 ウ　Commodore PET  エ　ENIAC

The early personal computers were so important because they  ④ .
 ア　could connect to the Internet  イ　were easy to use

 ウ　were extremely powerful エ　cost a lot of money
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According to the passage, the first computer networks were created in the  ⑤ .
 ア　1940s  イ　1950s

 ウ　1960s  エ　1970s

The difficulty with early computer networks was that  ⑥  could not communicate with each 

other.

 ア　different brands of computer イ　people in different countries

 ウ　home computers  エ　different computer networks

When the Internet was first created,  ⑦ .
 ア　it was not allowed to be used for business 

 イ　people often shared videos with each other

 ウ　Africa was among the first areas to be connected

 エ　it was rarely used for e-mail

At first, people were  ⑧  about shopping online.

 ア　knowledgeable  イ　worried

 ウ　confused  エ　excited

The widespread use of personal computers and the Internet today  ⑨ .
 ア　has been unchanged for more than fifty years

 イ　was easy to predict

 ウ　is the result of many years of hard work

 エ　was the result of the work of only one person

The best title for this passage would be “ ⑩ .”
 ア　All About the ENIAC

 イ　The Engineers Behind the Internet

 ウ　Shopping Online

 エ　The History of Modern Home Computing
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〔２〕 次の空欄 (  ⑪  ～  ⑳  )に入れるのに最も適当なものを，それぞれ下のア～エのうちから
一つずつ選べ。

⑪  if we have a lot of money, we cannot get everything we want.

 ア　Ever イ　After ウ　Though エ　Even

Many airlines have additional fees  ⑫  are not included in the price of a ticket.

 ア　that イ　who ウ　when エ　where

There are some batteries in that box, aren’t  ⑬ ?
 ア　they イ　there ウ　them エ　those

⑭  by a lot of stuffed animals, the children looked happy.

 ア　Surrounded イ　Surrounding ウ　To surround エ　Surroundings

One of my colleagues quit suddenly,  ⑮  to come back.

 ア　ever イ　neither ウ　never エ　or

I’m happy to see that our company’s financial problems are  ⑯  successfully fixed.

 ア　having イ　doing ウ　being エ　taking

Jim is not happy,  ⑰  at least he is healthy.

 ア　however イ　also ウ　only エ　but

It cannot be denied that the influence of this crime  ⑱  society will be enormous.

 ア　of イ　with ウ　on エ　at

⑲  do you think is essential in establishing good relationships with others?

 ア　How イ　What ウ　When エ　Why

I know that being jobless and having nothing to do can be quite  ⑳ .
 ア　stressful イ　stress ウ　stressed エ　stressfully
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〔３〕 次の対話が成り立つように，空欄 ( ㉑ ～ ㉚ )に入れるのに最も適当なものを，それぞれ
下のア～クのうちから一つずつ選ベ。(同じ選択肢を２回以上使うことはない。選択肢は文頭

にくる場合でも大文字で始まっているとは限らない。)

John and Takeshi talk about their plan to go camping this weekend.

 John:  Takeshi, we talked about going camping this weekend, right?

 Takeshi:  Yeah, I’m so excited! I even bought a new sleeping bag!

 John:  Really? Well, actually, I was thinking  ㉑  go on another day.

 Takeshi:  Another day? 

 John:  Well, I checked the weather for this weekend, and it looks like rain. 

 Takeshi: But you have a tent, right? So  ㉒  even if the weather is bad.

 John: That’s true,  ㉓  making a campfire?

 Takeshi: Hmmm…good point. Maybe  ㉔ . Maybe we should cancel. 

 John: How about next weekend? Are you free then? 

 Takeshi:  ㉕  my schedule, and I’ll let you know, okay?

 ア　but what about

 イ　I must be looking

 ウ　have you ever

 エ　we’ll be fine

 オ　you’re right 

 カ　we should plan to

 キ　let me check

 ク　how could we
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Shoko and Kevin are talking about what to do later.

 Shoko:  How would you like to  ㉖  tonight?

 Kevin:  Good idea! Is there anything good playing?

 Shoko:  Well, there’s that new romantic comedy starring William Stone.

 Kevin:  Really? The trailers didn’t  ㉗  to me.

 Shoko:  Hmm, or we could see the new science fiction movie.

 Kevin:  The one with Janet Wood? Yeah, I  ㉘ . When is it showing?

 Shoko:  Cinema Palace has it at 7:45 or 10:30.

 Kevin:  If we leave now, we’ll  ㉙  before the 7:45 show.

 Shoko:  Sounds good! I’ll  ㉚  from the closet. You’re paying, right?

 ア　look like we’ll have time

 イ　get my coat

 ウ　have time to get dinner

 エ　eat dinner yet

 オ　hear it’s really good

 カ　look very interesting

 キ　go see a movie

 ク　saw an old movie
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〔４〕 次の下線部 (  ㉛  ～  ㉟  )に最も近い意味を表すものを，それぞれ下のア～エのうちから
一つずつ選べ。

Would you help me ㉛ hand out these booklets, please?

 ア　collect イ　preserve ウ　distribute エ　write

Jim ㉜ went through a lot of difficulty when he was young.

 ア　slipped イ　modified ウ　pierced エ　experienced

The student ㉝ came across the report while he was cleaning up his room.

 ア　lost イ　tore ウ　found エ　wrote

I saw your daughter at the supermarket yesterday. I can see she ㉞ takes after you very much.

 ア　resembles イ　contributes ウ　progresses エ　improves

Anne can’t come to the meeting tomorrow, so we’ll have to ㉟ put it off until next week.

 ア　schedule it イ　postpone it ウ　cancel it エ　extend it
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〔５〕 次の ㊱ ～ ㊵ について，正しい英文にするために枠内の語句を並べ替えるとき，空欄 

Ⓐと空欄 Ⓑ にくる語句の組み合わせとして正しいものをそれぞれ下のア～オのうちから

一つずつ選べ。（語句は文頭にくる場合でも大文字で始まっているとは限らない。）

㊱  If I were you, I Ⓐ Ⓑ .

1. worry 2. details 3. about

4. such 5. wouldn’t

 ア　A-4 B-5 イ　A-5 B-2 ウ　A-4 B-1

 エ　A-1 B-4 オ　A-1 B-2 

㊲  Laura Ⓐ Ⓑ  the history of this town.

1. to 2. everything 3. seems

4. know 5. about

 ア　A-2 B-4 イ　A-5 B-3 ウ　A-1 B-2

 エ　A-1 B-5 オ　A-4 B-1 

㊳  I still Ⓐ Ⓑ  this problem.

1. know 2. solved 3. you

4. don’t 5. how

 ア　A-1 B-3 イ　A-3 B-1 ウ　A-4 B-3

 エ　A-4 B-1 オ　A-5 B-3 
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㊴  Ⓐ Ⓑ  their jobs during the current economic crisis.

1. a few 2. lost 3. people

4. have 5. more than

 ア　A-5 B-2 イ　A-4 B-2 ウ　A-3 B-4

 エ　A-4 B-1 オ　A-1 B-4 

㊵  It will Ⓐ Ⓑ  to the station.

1. an hour 2. get 3. take

4. about 5. to

 ア　A-2 B-4 イ　A-4 B-5 ウ　A-4 B-2

 エ　A-3 B-5 オ　A-4 B-1 
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（ 注 ）� こ の 問 題 は 、 「 国 語 」 の 問 題 で あ る 。

解 答 用 紙 は 、 国 語 の マ ー ク シ ー ト １ 枚 。

国 　 　 　 　 語

（  解 答 番 号 1 ～ 37 ）

507
国

語

第 一 問� 次 の 文 章 を 読 み 、 後 の 問 い （ 問 １ ～ 12 ） に 答 え よ 。

こ の 頃 の 子 育 て で は 、 「 叱 ら な い 」 「 褒 め て 育 て る 」 と い う ス タ イ ル が 主 流 に な っ て い る そ う だ 。

そ れ は 悪 く な い 。 ゆ っ た り と し た 余 裕 の あ る 人 間 に 育 つ だ ろ う 。 け れ ど も 、 人 生 に お い て 自 身 の

進 む 道 を 切 り 開 い て い く と き に は 、 自 信 や 期 待 だ け で は 進 め な い 事 態 に ⓐ オ チ イ る こ と が 多 い は

ず だ 。 む し ろ 、 そ ん な ト ラ ブ ル ば か り だ と い っ て も 良 い ほ ど で あ る 。

そ し て 、 険 し い 道 を 突 破 し 、 成 功 を 掴
つ か

ん だ 人 た ち の 話 を 聞 く と 、 さ ま ざ ま な 障 害 に 対 し て 、 頭

を 捻
ひ ね

っ て 工 夫 を し 、 人 が 気 づ か な い よ う な 細 か い 部 分 に 着 目 し て 問 題 を 解 決 し て い る 。 た し か に 、

多 く の 方 は 「 不 屈 の 精 神 」 の よ う な 言 葉 を 使 う の だ が 、 し か し 、 不 屈 の 精 神 を 何 に 向 け る の か 、

と い う 点 が 大 事 な ポ イ ン ト で は な い だ ろ う か 。 単 に 「 絶 対 に 上 手 く い く は ず だ 」 と 願 っ て い る だ

け で は 、 障 害 は 取 り 除 け な い 。 戦 略 を 立 て 、 緻 密 に 計 画 し 、 さ ま ざ ま な 場 面 を 想 定 し て 、 あ ら か

じ め 手 を 打 っ て お く 。 そ う い っ た 用 意 ＜ Ⓐ ＞ な 誠 実 さ が 、 成 功 の 確 率 を 高 め 、 紆
う

余
よ

 ＜ Ⓑ ＞ を 経 た

の ち に 、 目 指 し た ゴ ー ル へ と 導 い て く れ る の で あ る 。

彼 ら が 「 自 分 を 信 じ て い た 」 「 必 ず 成 功 す る は ず だ と 考 え て い た 」 と 語 る の は 、 考 え う る か ぎ

り の 対 策 を ⓑ コ ウ じ た た め で も あ る 。 す な わ ち 、 ＜ Ⓒ ＞ を 尽 く し て 天 命 を 待 つ 、 と い う 状 況 だ っ

た か ら こ そ 、 精 神 論 が 語 れ る の に ち が い な い 。

そ の 後 半 の 部 分 だ け を 真 に 受 け て 、 い く ら 「 自 分 に は で き る 」 「 な に ご と も 不 可 能 は な い 」 と

呪 文 の よ う に 唱 え て も 、 け し て 同 じ 結 果 は 得 ら れ な い 。 や る べ き こ と を や っ た か ど う か 、 雲 泥 の

差 が あ る 。 「 自 信 」 と は 、 九 十 九 パ ー セ ン ト の 努 力 に よ っ て 支 え ら れ た 最 後 の 一 パ ー セ ン ト で し

か な い 。 こ こ を 取 り 違 え て は い け な い だ ろ う 。

少 し 整 理 を し て み よ う 。 つ ま り 、 現 代 の 若 者 の 多 く は 、 ゆ と り 社 会 で 育 っ て き た た め に 、 子 供

の 頃 か ら 楽 観 す る こ と を ⑴ 推 奨 さ れ て い る 。 ま た 、 古 来 の 日 本 文 化 に あ る 「 縁 起 」 の た め に 、 悲

観 的 な も の の 見 方 を し に く い 傾 向 に あ る 。 大 ま か に 言 え ば 、 こ の 二 つ の 影 響 で 、 物 事 を 心 配 す る

こ と を 無 意 識 に 避 け る よ う に な っ て し ま っ た 。 い わ ば 、 「 悲 観 力 不 足 」 に オ チ イ っ て い る 。

た と え ば 、 試 合 ま え の ス ポ ー ツ 選 手 に イ ン タ ビ ュ ー を す る と 、 決 ま っ た よ う に 「 自 分 た ち の プ
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レ ィ を す る だ け で す 」 「 優 勝 を 狙 い ま す 」 と 語 る 。 け し て 悲 観 的 な 言 葉 は 出 な い 。 子 供 た ち は 、

こ れ を 見 て い る か ら 、 そ う い っ た 自 信 に 満 ち た 言 動 が 、 勝 つ た め の 手 法 だ と 勘 違 い す る か も し れ

な い 。 ま た 、 チ ー ム を 率 い る 監 督 は 、 選 手 を ⓒ コ 舞 す る た め に 、 「 絶 対 に 勝 て る 」 と 繰 り 返 す か

も し れ な い 。

実 際 、 監 督 は チ ー ム の ど こ に 弱 点 が あ る の か 、 ど う な る と 危 な い の か 、 と い う こ と を 考 え 尽 く

し て 、 そ れ へ の 対 策 を 考 え て い る に ち が い な い 。 で な け れ ば 、 そ の チ ー ム は 勝 て る は ず が な い 。

会 社 で は 、 社 長 が 社 員 た ち に 対 し て 自 信 に 満 ち た 発 言 を す る 。 未 来 は 明 る い 、 と 話 す 。 危 機 感

を 持 た せ る た め の 説 明 も あ る が 、 そ れ を 乗 り 越 え て い け る は ず だ 、 と 断 言 す る 。 政 治 家 も 有 権 者

に 向 か っ て 、 自 分 が 進 め る 政 策 を 実 行 す れ ば 素 晴 ら し い 社 会 に な る 、 と 訴 え て い る 。 そ れ ら を 真

に 受 け て い る 社 員 や 有 権 者 が 、 ど れ く ら い い る だ ろ う 。

「 本 音 」 と 「 建 前 」 の よ う な ダ ブ ル ・ ス タ ン ダ ー ド が あ る こ と を 、 大 人 な ら 理 解 し て い る と 思 う 。

綺
き

麗
れ い

な 言 葉 で 明 る い 可 能 性 を 語 る の は 建 前 で あ り 、 本 音 で は 、 解 決 し な け れ ば な ら な い 問 題 を 沢

山 抱 え 、 そ の 方 策 に 頭 を 痛 め て い る 。 本 音 と 建 前 を 使 い 分 け て い る の が 、 有 能 な リ ー ダ ー と い え

る の か も し れ な い 。 問 題 は 、 建 前 だ け を 真 に 受 け て し ま い 、 単 純 に 楽 観 し て し ま う 人 た ち で あ る 。

こ の 単 純 さ は 、 特 に 若 者 に ⑵ 顕 著 だ 。 何
な

故
ぜ

な ら 、 ま だ 現 実 の 問 題 や 失 敗 を 見 て い な い か ら 、 言

葉 を 本 気 に す る 傾 向 が あ る 。 歳 を 取 る ほ ど 、 言 葉 ど お り に は い か な い 事 象 を た び た び 経 験 す る 。

ど ん な に 真 剣 に 願 い 、 一 所 懸 命 頑 張 っ て も 、 成 功 し な い こ と は 多 い 。 問 題 は 解 決 し な い し 、 挑 戦

は 失 敗 す る 。

そ う い っ た 挫 折 を 積 み 重 ね て 初 め て 、 思 い ど お り に は い か な い も の だ 、 願 い は 簡 単 に 叶
か な

う も の

で は な い 、 と い う こ と が 理 解 で き る 。 失 敗 を す る こ と に よ っ て 、 悲 観 の し 方 を 覚 え る 。 と こ ろ が

現 代 の 子 供 た ち は 、 そ の 失 敗 も な か な か さ せ て も ら え な い 。 周 り に い る 大 人 た ち が 、 成 功 を 演 出

し て し ま う し 、 た と え 失 敗 を し て も 、 「 た ま た ま 運 が 悪 か っ た だ け だ 」 「 一 所 懸 命 や っ た こ と に 価

値 が あ る 」 と 慰 め よ う と す る 。 け っ し て 、 「 お 前 の 才 能 で は 無 理 だ っ た 」 と は 言 っ て く れ な い 。

大 人 た ち は 、 子 供 に 悲 観 さ せ な い よ う に 努 力 す る 。 こ れ が 、 子 供 た ち の 悲 観 力 を 奪 う 原 因 に な っ

て い る の は 明 ら か だ 。 〈 ㋐ 〉

「 楽 観 」 に も い ろ い ろ あ る が 、 最 近 特 に よ く 見 か け る の は 、 や は り 言 葉 だ け の 単 純 化 を 信 じ て

し ま う 人 で あ る 。 た と え ば 、 こ の 頃 多 く 出 回 っ て い る の は 、 ハ ウ ツ ー 本 と 呼 ば れ る も の で 、 な に

か の 目 的 に 対 し て 、 単 純 に こ れ を す れ ば 実 現 す る 、 と 説 く 類
た ぐ い

の も の で あ る 。 「 失 敗 し な い 方 法 」

や 「 成 功 す る 七 つ の 法 則 」 み た い な 本 だ 。 本 以 外 に も 、 ネ ッ ト 上 の 記 事 な ど で 、 ⑶ 非 常 に 多 い パ

タ ー ン で あ る 。 こ う い っ た も の は 、 そ も そ も ヒ ン ト 的 な 意 味 合 い の 情 報 で あ っ て 、 そ こ か ら な ん

ら か の 気 づ き が 得 ら れ れ ば 、 役 に 立 つ こ と も 少 な く な い だ ろ う 。 し か し 、 「 Ａ を す れ ば Ｂ に な る 」

と い う ほ ど 単 純 な 事 象 は 、 世 の 中 に は 滅 多 に な い 。 〈 ㋑ 〉
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「 こ う す れ ば 、 あ あ な る 」 と い う 単 純 化 を 真 に 受 け て し ま う の も 、 「 楽 観 」 で あ る 。 つ ま り 、 「 こ

う し て も 、 あ あ な る と は か ぎ ら な い の で は ？ 」 と 疑 う こ と を し な い か ら だ 。

こ の よ う に 、 「 悲 観 」 の 重 要 な 役 目 の 一 つ は 、 物 事 を 疑 う こ と で あ る 。
⑷
鵜
う

呑
の

み に せ ず 、 疑 問

を 持 つ こ と 。 そ う す る こ と で 、 チ ェ ッ ク が 厳 重 に な り 、 そ の と お り に い か な い 場 合 を 想 定 し て 、「 覚

悟 」 を し て お く こ と が で き る 。 〈 ㋒ 〉

「 悲 観 」 は 物 事 に 対 し て 慎 重 に な り 、 用 意 ＜ Ⓐ ＞ な 準 備 を す る 姿 勢 を 生 む 。 も ち ろ ん 、 そ う い っ

た 準 備 を し な い 「 楽 観 」 に 比 べ れ ば 、 余 分 な 労 力 や コ ス ト が か か る こ と に な る か ら 、 問 題 な く 物

事 が 運 べ ば 、 ち ょ っ と し た 損 を す る こ と に な る だ ろ う 。

一 方 、 「 悲 観 」 に よ っ て 生 ま れ る も の は 、 成 功 を 導 く こ と 以 外 に も 、 成 功 確 率 を 上 げ ら れ た こ

と に よ る 精 神 的 な 安 定 が あ る 。 一 般 に こ れ を 、 「 余 裕 」 と い う 。

あ ら ゆ る ト ラ ブ ル を 想 定 し て 手 を 打 つ こ と で 、 余 裕 が 生 ま れ 、 そ の 余 裕 に よ っ て 、 さ ら に 緻 密

な 思 考 が 可 能 と な る 。 こ れ は 、 余 裕 が ＜ Ⓓ ＞ や 冷 静 さ を も た ら す た め だ 。 余 裕 が な い と き に は 、

人 間 は 緊 張 し 、 一 点 に 集 中 し が ち で あ る 。 す る と 、 ど う し て も 多 く の も の を 見 落 と し て し ま う 。

悲 観 と い う の は 、 可 能 性 の パ ト ロ ー ル の よ う な 思 考 で あ り 、 頭 の 中 で あ ち ら こ ち ら を 歩 き 、 周 辺

を 見 回 し て 、 見 落 と し が な い か と 探 し 回 る よ う な 思 考 な の だ 。 〈 ㋓ 〉

「 上 手 く い か な い か も し れ な い 」 と 心 配 を す る だ け の 「 悲 観 」 で は 、 明 ら か に 不 充 分 で あ る 。

上 手 く い か な い 原 因 と し て 、 ど の よ う な 場 合 が 考 え ら れ る か 、 と い う 方 向 へ 思 考 を 向 け る 必 要 が

あ る 。 そ こ ま で 考 え て 初 め て 、 悲 観 の 効 果 が 表 れ る 。

こ の よ う に 、 周 辺 の 可 能 性 を 考 え て 回 る 行 為 が 、 客 観 的 な 視 点 を 育 て る 。 い つ も 悲 観 し て 、 悪

く な る 要 因 を 探 し て い る と 、 ど う い っ た も の を 見 逃 し が ち か も 、 だ ん だ ん わ か っ て く る 。 そ れ は 、

一 方 向 か ら し か 見 な い よ う な 、 固 定 さ れ た 視 点 に 生 じ が ち な 死 角 に 隠 れ て い る 。 〈 ㋔ 〉

思 い も よ ら な い 原 因 で 失 敗 し て し ま う 経 験 を 何 度 か 積 む と 、 そ の 原 因 を 「 思 い も し な か っ た 」

の は 何 故 な の か 、 と い う こ と に 気 づ く 。 自 分 が 立 案 し た 計 画 な ど で は 、 特 に 気 づ き に く か っ た こ

と だ 。 重 要 な 計 画 な ら ば 、 複 数 の 人 間 が チ ェ ッ ク を す る こ と で 、 見 逃 し が 避 け ら れ る が 、 こ れ も

つ ま り は 視 点 の 問 題 だ っ た 証 拠 で あ る 。 客 観 的 に な れ ず 、 主 観 的 な 予 測 に 頼 っ て い る か ら 、 エ ラ ー

の 想 定 が 不 充 分 に な る 。

「 悲 観 」 が 、 「 き っ と 駄 目 だ ろ う 」 と い う 諦 め に な っ て し ま う と 、 ま っ た く 意 味 が な い 。 お そ ら

く 、 悲 観 が 嫌 わ れ る の は 、 こ の 意 味 で の こ と で は な い だ ろ う か 。 「 き っ と 駄 目 だ ろ う 」 と 思 う こ

と は 、 た し か に 悲 観 の 基 本 で あ り 、 こ こ ま で は 正 し い 。 そ し て 、 ど う し て 駄 目 に な る の か 、 駄 目

に な っ た 場 合 に ど う す る の か 、 あ る い は 、 駄 目 で も 良 い と 初 め か ら 心 構 え を し て お く の か 、 と い っ

た 対 策 を 用 意 し て お く こ と が 大 切 な の で あ る 。

と に か く 、 人 間 の 社 会 は 、 悲 観 に よ っ て 生 み 出 さ れ た 非 常 に 多 く の 仕 組 み に よ っ て 支 え ら れ て
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い る 。 本 当 に 、 悲 観 し て お い て 良 か っ た 、 悲 観 の お か げ で 助 か っ た 、 と 感 謝 を し な け れ ば な ら な

い ほ ど で あ る 。

身 近 な と こ ろ で は 、 警 察 が あ り 、 法 律 が あ る こ と も 、 悲 観 か ら 生 ま れ た も の だ 。 悪 い こ と だ と

わ か っ て い て も 、 人 間 は 悪 い こ と を し て し ま う 、 と い う 悲 観 が 、 ル ー ル を 作 り 、 罰 則 を 決 め 、 こ

れ ら を 取 り 締 ま る シ ス テ ム を 築 い た 。 日 本 の 法 律 で は 、 ル ー ル を 破 っ た 人 間 の 命 ま で 奪 う こ と だ っ

て あ る 。 人 を 何 人 も 殺 し た 人 間 を ど う し た ら 良 い の か 、 と 考 え た か ら 生 ま れ た ル ー ル だ 。 そ ん な

縁 起 で も な い こ と を 、 き ち ん と 考 え た の で あ る 。 縁 起 の 悪 い こ と ば か り 処 理 し て い る 職 業 だ っ て

あ る 。 避 け て 通 れ な い も の が 、 こ の 世 に は 存 在 す る 。 で あ れ ば 、 「 考 え る だ け で 憂 鬱 に な る 」 な

ど と 逃 げ て い る 場 合 で は な い 。

社 会 の こ と は 個 人 の 自 由 に な る も の で は な い が 、 個 人 の 行 動 は 、 多 く は 個 人 の 思 考 に 従 っ て い

る 。 そ の 人 が 楽 観 的 に 考 え て い れ ば 、 余 計 な 心 配 を せ ず 、 潑
は つ

剌
ら つ

と 生 き ら れ る か も し れ な い が 、 予

期 せ ぬ ト ラ ブ ル に 巻 き 込 ま れ 、 せ っ か く の 苦 労 が 水 の ＜ Ⓔ ＞ と 消 え る 結 果 に な り や す い 。 自 身 を

コ ン ト ロ ー ル し 、 頭 を 働 か せ 、 的 確 な 悲 観 を 巡 ら せ た 者 は 、 ト ラ ブ ル を 避 け ら れ る 。

そ も そ も 、 ⑸ 努 力 を す る の は 、 悲 観 か ら 生 じ た 対 処 だ と い う こ と が ほ と ん ど で あ る 。

� （ 森 博 嗣 『 悲 観 す る 力 』 に よ る ）

問 １ 　 傍 線 部 ⓐ ～ ⓒ に 使 用 す る 漢 字 と 同 じ 漢 字 を 含 む も の と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の 各 群 の

㋐ ～ ㋔ の う ち か ら 、 そ れ ぞ れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 、 ⓐ は ① ・ ⓑ は ② ・ ⓒ は ③ 。

ⓐ 　 オ チ イ （ る ）� ㋐ 　 カ ン 案� ㋑ 　 カ ン 結� ㋒ 　 カ ン 起

� ㋓ 　 カ ン 落� ㋔ 　 カ ン 散

ⓑ 　 コ ウ （ じ た ）� ㋐ 　 コ ウ 養� ㋑ 　 コ ウ 習� ㋒ 　 コ ウ 潔

� ㋓ 　 方 コ ウ� ㋔ 　 コ ウ 開

ⓒ 　 コ 舞� ㋐ 　 コ 意� ㋑ 　 点 コ� ㋒ 　 コ 色

� ㋓ 　 コ 独� ㋔ 　 コ 笛

問 ２ 　 本 文 に は 、 次 の 一 文 が 欠 け て い る 。 こ の 文 が 入 る 箇 所 と し て 最 も 適 当 な と こ ろ を 、 本 文 中

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

そ れ こ そ 、 数 学 の 計 算 や 、 化 学 反 応 以 外 で は ま ず お 目 に か か る こ と は な い 。
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問 ３ 　 空 欄 ＜ Ⓐ ＞ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋕ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ⑤ 。

㋐ 　 集 投� ㋑ 　 収 等� ㋒ 　 周 到� ㋓ 　 修 騰� ㋔ 　 宗 党� ㋕ 　 秀 闘

問 ４ 　 空 欄 ＜ Ⓑ ＞ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋕ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ⑥ 。

㋐ 　 曲 折� ㋑ 　 曲 節� ㋒ 　 極 説� ㋓ 　 極 接� ㋔ 　 局 切� ㋕ 　 局 設

問 ５ 　 空 欄 ＜ Ⓒ ＞ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋕ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ⑦ 。

㋐ 　 仁 事� ㋑ 　 仁 慈� ㋒ 　 人 事� ㋓ 　 人 慈� ㋔ 　 神 事� ㋕ 　 神 慈

問 ６ 　 空 欄 ＜ Ⓓ ＞ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋕ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ⑧ 。

㋐ 　 拡 散� ㋑ 　 楽 観� ㋒ 　 独 善� ㋓ 　 一 過 性� ㋔ 　 客 観 性� ㋕ 　 一 般 性

問 ７ 　 空 欄 ＜ Ⓔ ＞ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋕ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ⑨ 。

㋐ 　 底� ㋑ 　 渦� ㋒ 　 面� ㋓ 　 泡� ㋔ 　 流 れ� ㋕ 　 よ ど み

問 ８ 　 傍 線 部 ⑴ 「 推 奨 」 ・ ⑶ 「 非 常 」 と 同 じ 構 成 の 熟 語 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋕ の

う ち か ら 、 そ れ ぞ れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 、 ⑴ は ⑩ ・ ⑶ は ⑪ 。

㋐ 　 慶 弔� ㋑ 　 叙 情� ㋒ 　 諦 観� ㋓ 　 把 握� ㋔ 　 無 銘� ㋕ 　 実 施

問 ９ 　 傍 線 部 ⑵ 「 顕 著 」 の 対 義 語 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解

答 番 号 は ⑫ 。

㋐ 　 隠 微� ㋑ 　 如 実� ㋒ 　 複 雑� ㋓ 　 未 定� ㋔ 　 不 評

問 10 　 傍 線 部 ⑷ 「 鵜 呑 み 」 の 類 義 語 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋕ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。

解 答 番 号 は ⑬ 。

㋐ 　 推 量� ㋑ 　 妥 協� ㋒ 　 歓 迎� ㋓ 　 詮 索� ㋔ 　 観 念� ㋕ 　 妄 信
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問 11 　 傍 線 部 ⑸ 「 努 力 を す る の は 、 悲 観 か ら 生 じ た 対 処 だ と い う こ と が ほ と ん ど で あ る 」 と あ る

が 、 な ぜ か 。 そ の 理 由 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は

⑭ 。

㋐ 　 自 分 の 考 え に 固 執 す れ ば 、 力 を 尽 く し て 励 む こ と が で き る か ら 。

㋑ 　 物 事 を 好 都 合 に 考 え る こ と に よ っ て 、 油 断 せ ず に 励 む よ う に な る か ら 。

㋒ 　 最 悪 の 事 態 を 恐 れ ず に 自 分 を 信 じ て こ そ 実 力 を 発 揮 す る こ と が で き る か ら 。

㋓ 　 取 り 返 し の つ か な い 状 況 を 楽 し む こ と に よ っ て 、 尽 力 す る こ と が で き る か ら 。

㋔ 　 こ の ま ま で は 失 敗 す る か も し れ な い と 予 測 し 、 そ う な ら な い よ う に 励 む か ら 。

問 12 　 本 文 の 内 容 と 合 致 す る も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は ⑮ 。

㋐ 　 失 敗 に よ っ て 悲 観 の し 方 を 覚 え る こ と は 、 時 に は 精 神 的 な 安 定 を も た ら す 。

㋑ 　 ゆ と り 社 会 で 育 っ て き た 若 者 は 精 神 的 余 裕 が な く 、 他 人 の 言 葉 を 疑 う 傾 向 が あ る 。

㋒ 　 挫 折 を 積 み 重 ね る と 、 そ の 反 動 か ら 人 々 は 挫 折 を 回 避 し よ う と し て 楽 天 的 に な る 。

㋓ 　 人 生 に お け る 成 功 率 を 高 め る に は 、 何 よ り も 自 信 や 期 待 を 持 つ こ と が 大 切 で あ る 。

㋔ 　 現 状 や 将 来 を 気 楽 に 考 え て 、 い ろ い ろ な 対 策 を 早 め に し て お く 姿 勢 が 大 切 で あ る 。
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第 二 問� 次 の 文 章 を 読 み 、 後 の 問 い （ 問 １ ～ 14 ） に 答 え よ 。

芥 川 龍 之 介 は 、 雲 を 見 る の が 好 き だ っ た 。 小 学 二 、 三 年 生 の こ ろ 、 教 室 で 先 生 に 「 可
か わ い

愛 い と 思

ふ も の 」 「 美 し い と 思 ふ も の 」 を 問 わ れ 、 解 答 用 紙 に 藁
わ ら

半
ば ん

紙
し

を 配 ら れ た 。

僕 は 象 を 「 可 愛 い と 思 ふ も の 」 に し 、 雲 を 「 美 し い と 思 ふ も の 」 に し た 。 そ れ は 僕 に は 真

実 だ つ た 。 が 、 僕 の 答 案 は 生
あ い

憎
に く

先 生 に は 気 に 入 ら な か つ た 。

「 雲 な ど は ど こ が 美 し い ？ 　 象 も た だ 大 き い ば か り ぢ ゃ な い か ？ 」

先 生 は か う た し な め た 後 、 僕 の 答 案 へ × 印 を つ け た 。

少 年 時 代 の 記 憶 を 探 り 、 そ れ を ご く 断 片 的 に 連 ね た 短 文 集 『 追 憶 』 に 、 「 答 案 」 と 題 し て こ の

話 が 収 め ら れ て い る 。 『 追 憶 』 は 大 正 一 五 年 か ら 昭 和 二 年 に か け て 『 文
ぶ ん

藝
げ い

春 秋 』 に 連 載 さ れ た 。

そ れ よ り も だ い ぶ 前 の 大 正 六 年 、 彼 が 二 五 歳 の と き に 、 一 高 で 同 級 だ っ た 友 人 の 作 家 松 岡 譲 に 宛

て た ⓐ シ ョ カ ン に こ ん な 一 文 が あ る 。

鎌 倉 あ た り で お ち 合 つ て 悠 々 と 雲 で も 眺 め た い 。

芥 川 龍 之 介 の 心 中 に は 、 幼 い こ ろ か ら 「 美 し い 」 雲 の 印 象 が 彫 り 込 ま れ 、 長 じ て か ら も 精 神 を

ほ ど い て く れ る 雲 は 親 し い も の だ っ た と 想 像 さ れ る 。

季 節 と 天 候 と 時 刻 に よ っ て 、 輝 き を 変 え 、 色 を 変 え 、 表 情 を 変 え る 雲 は 、 晴 れ た 日 の ⑴ 草 上 に

寝 転 ん で 眺 め て い る と 、 見 飽 き る こ と が な い 。 誰 も が 雲 を 好 き だ と は 言 え な い が 、 黄 金 色 に 染 め

ら れ る 夕 焼 雲 、 む く む く と 上 昇 を 続 け る 白 く 大 き な 入 道 雲 な ど 、 ＜ Ⓐ ＞ を 呑
の

む 思 い で 見 つ め た 雲

の 記 憶 は 誰 の 胸 に も あ る だ ろ う 。 高 校 生 の こ ろ 、 夏 休 み の 昼 下 が り 、 開 け 放 っ た 窓 か ら 吹 い て く

る 風 の 涼 し い 部 屋 で 、 真 っ 青 に 澄 ん だ 空 を 切 れ 切 れ の 白 い 綿 雲 が 次 々 に 流 れ る の を い つ ま で も 眺

め て い る と 、 鬱 屈 は ど こ か に 置 き 忘 れ ら れ る 。 僕 に も そ ん な 記 憶 が あ る 。

明 治 時 代 の 後 半 か ら 、 国 木 田 独 歩 や 徳 富 蘆 花 ら の 随 筆 、 幾 多 の 紀 行 文 や 旅 行 記 に 語 ら れ る よ う

に 、 人 々 の 眼 は 、 自 然 そ の も の を 探 索 し 観 察 し 楽 し む こ と に 向 か っ て 解 か れ て い く 。 山 、 川 、 海

に 広 が る 空 間 に 眼 は た ゆ た い 、 自 然 を 見 る 角 度 を 人 は そ れ ぞ れ に 選 び 取 る 。 無 際 限 に 切 れ 目 な い

自 然 は 、 そ う し て 形 を 与 え ら れ 、 眼 を 惹
ひ

き つ け 、 と き に 魅 惑 し 、 画 家 た ち に は ⑵ 絵 画 の 根 拠 に な っ

て い く 。 近 代 化 の 進 行 は 絵 画 の 変 質 も 促 し 、 自 然 を 見 る 眼 が 変 わ る に つ れ て 、 風 景 画 は 絵 画 の 領

域 で 確 か な 潮 流 を な し て い っ た 。 そ し て 明 治 三 〇 年 代 以 降 あ た り か ら 、 風 景 画 は ＜ Ⓑ ＞ を 見 る よ

う に な る 。 独 歩 の ＜ Ⓒ ＞ 、 蘆 花 の 『 自 然 と 人 生 』 、 そ れ に 何 よ り も 志 賀 重 昂 の 大 ベ ス ト セ ラ ー 『 日
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本 風 景 論 』 な ど が 呈 示 し た 新 し い 自 然 観 が 風 景 画 の 流 行 を 支 え 、 手 軽 に 野 外 に 持 ち 運 べ て 旅 先 に

も 携 帯 で き る 水 彩 道 具 一 式 が 普 及 し 始 め た こ と も 、 そ の 流 行 の 一 因 と な っ た だ ろ う 。

大 下 藤 次 郎 （ 一 八 七 〇 ︱ 一 九 一 一 ） は 、 自 ら の 絵 画 の 方 法 に 水 彩 画 を 選 び 取 り 、 そ の 普 及 に も

大 き な 貢 献 を し た 。 道 具 を 背 負 っ て 山 に の ぼ り 、 頻 繁 に 旅 を し て 、 も っ ぱ ら 風 景 を 主 題 に し た 水

彩 画 を 残 し て い る 。 「 吾
わ れ

元 来 自 然 美 を 愛 す 。 こ の 故 に 吾 は 風 景 の 美 を 撰
え ら

ぶ 」 と 語 る 大 下 は 、 こ と

さ ら 山 岳 や 湖 水 の 風 景 を 好 ん だ が 、 彼 に 《 秋 の 雲 》 と 題 し た 一 葉 も あ る 。 題 名 通 り 、 画 面 い っ ぱ

い に 雲 を 描 く こ と に ＜ Ⓓ ＞ が 注 が れ る 。 田 畑 を 貫 く 草 の 道 に 坐
す わ

る 画 家 は 空 を 見 上 げ て 群 が り 広 が

る 積 雲 を 追 う 。 低 い 地 平 線 の 林 の 向 こ う の 空 か ら 雲 が 湧 き 上 が り 、 次 々 と 押 し 寄 せ て く る 。 上 空

の 高 み に 青 空 も 覗
の ぞ

き 、 そ の 下 で 雲 は 白 く 輝 く 。 雲 の 連 な り は 右 下 の ほ う で 厚 み を 増 し て 暗 い 灰 色

と な る 。 全 体 の 塊 は 白 と 灰 色 の あ い だ で 微 妙 に 諧 調 を 変 化 さ せ 、 色 と 形 の 変 幻 を 繰 り 広 げ て い る 。

灰 色 に な っ た 雲 の 下 、 日 傘 を ⓑ サ し た 女 と 子 ど も が 黄 色 く 実 っ た 稲 畑 の 道 を こ ち ら に 歩 き 、 は る

か 上 空 を 二 羽 の 鳥 が 飛 ぶ 。 母 子 と 鳥 が 呼 応 し て こ の 大 き な 空 間 を 一 層 大 き く し 、 空 を う ず め る 雲

も ま た 、 空 間 を 圧 迫 す る の と は 逆 に そ れ を 大 き く 開 放 さ せ る 。

画 家 の 呼 吸 は 雲 に 誘
い ざ な

わ れ て 、 空 間 の 隅 々 に 届 く よ う に 深 く な る 。 地 平 線 か ら 上 空 を 巡 り 雲 の

さ ま を た ど る 画 家 の 眼
ま な

ざ し は こ の 空 間 に 溶 け て 、 ま る で 自 ら を 見 失 う よ う に 自 然 と 一 体 に な っ て

い く 。 大 下 は 共 感 の 眼 を も っ て 雲 を 観 察 し 、 雲 の 誘 い に の っ て 自 然 と ＜ Ⓔ ＞ す る 自 ら の あ り よ う

を こ こ に 描 い て い る 。

雲 を 見 上 げ る 視 線 を 、 自 然 と の ＜ Ⓕ ＞ の 脈 道 に す る 画 家 は 、 大 下 藤 次 郎 ば か り で は な い 。 藤 島

武 二 （ 一 八 六 七 ︱ 一 九 四 三 ） の 《 空 》 に も 、 太 い 、 し か し 透 明 な 血 管 の よ う に 、 そ の 脈 絡 が 通 じ

て い る 。 空 を 仰 ぐ 画 家 の 視 野 を 、 高 原 の 丘 を 駆 け 登 っ て 急 速 に 成 長 す る 夏 の 入 道 雲 が 占 領 す る 。

積 乱 雲 が 育 つ と き 、 上 昇 気 流 の 流 れ と と も に で き る 細 か な 襞
ひ だ

が 絵 に は な い 。 雲 は 上 昇 す る 動 き の

ほ う を 強 調 さ れ て 、 大 ま か な 筆 遣 い で 単 純 化 さ れ る 。 藤 島 武 二 は 、 描 く も の を よ く 観 察 し た う え

で 、 簡 潔 に す る 手 順 を 重 視 し た 。

絵 画 技 術 で は 単 純 化 と い う こ と は 最 も 大 事 な こ と と 信 ず る 。 （ … … ） 風 景 を 描 く に し て も 、

人 物 を 描 く に し て も 一 切 の 余
よ

贅
ぜ い

な る も の を 省 略 し 、 省 略 し て 最 後 の 描 か ざ る べ か ら ざ る も の

の み 描 い て い き た い と 思 う 。

� （ 藤 島 武 二 『 藝 術 の エ ス プ リ 』 ）

《 空 》 で は 、 雲 の 大 き な 動 き に も 、 緑 に 覆 わ れ た 丘 の 斜 面 に も 、 ぽ つ ん と 一 本 だ け 立 つ 松 の 木 の

ⓒ あ し ら い に も 、 単 純 化 の 操 作 が 、 湧 き 上 が る 積 乱 雲 の 動 き を 中 心 に し て 思 い 切 り よ く 素 直 に 施

さ れ る 。 そ の た め ら い の な さ が 爽 快 感 を 伝 え る 。 《 空 》 に つ い て 画 家 は こ う 語 っ て い る 。
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「 空 」 と は 富 士 の す そ 野 の 山 中 湖 畔 、 広 漠 と し た 丘 が 空 に 続 い て い る 。 一 本 松 が そ の 広 さ を

一 層 侘
わ

び し い も の に し て い る 。 画 面 は 空 を 表 現 し た 部 分 が 二 分 の 一 以 上 で あ る 。 空 の 変 幻 き

わ ま り な い と こ ろ を 描 い て 見 た か っ た の で あ る 。� （ 同 ）

孤 立 し た 松 が 侘 び し く あ っ て も 、 そ の ⑶ 役 目 が 空 間 の 大 き さ を 際 立 た せ る こ と な の は 言 う ま で

も な い け れ ど 、 こ の 絵 の 何 よ り も の 主 眼 は 、 丘 の 斜 面 に 沿 っ て 立 ち 上 が っ て い く 速 度 の あ る 動 き

と 、 上 空 に 向 か っ て 灰 色 か ら 白 へ と 転 じ 青 空 に 抜 け て い く 巨 大 な 雲 の 変 容 が 生 み 出 す 晴 れ や か な

空 間 の 大 き さ で あ る だ ろ う 。 い ま 生 成 の さ な か に あ る 入 道 雲 を 焦 点 に し て 、 画 家 の 自 然 へ の 共 感

と 感 動 を 遮 る も の は 何 も な い 。

シ
（ 注 ）

ャ ル ル ・ ボ ー ド レ ー ル は 、 雲 の 変 幻 を 「 大 気 の 魔 術 」 と 称 し て 賛 辞 を 捧
さ さ

げ た 。 そ れ よ り も 少

し 早 く 、 一 九 世 紀 前 半 期 に 、 ジ ョ ン ・ コ ン ス タ ブ ル （ 一 七 七 六 ︱ 一 八 三 四 ） は 、 雲 に 魅 了 さ れ 、

い つ も 愛 着 の 眼 を 向 け て い た 。 彼 の 雲 の 観 察 と 研 究 は 、 「 ス カ イ ン グ 」 と 自 ら 呼 ん だ 何 点 も の 習

作 に 残 さ れ て い る 。 裏 に は 月 日 、 時 刻 、 風 向 き な ど が 記 さ れ 、 気 に 入 っ た 雲 、 気 に な る 雲 を 見 つ

け る と 、 小 さ な 画 面 に 油 彩 で 速 写 し 、 コ ン ス タ ブ ル は 雲 の 研 究 に 怠 り が な か っ た 。 雲 に 思 い を 寄

せ て 画 家 た ち は そ れ ぞ れ に 別 の 工 夫 を す る 。 大 下 藤 次 郎 は 、 中 央 気 象 台 の 気 象 学 者 を 訪 ね 、 雲 の

話 を い ろ い ろ と 聞 き 、 藤 島 武 二 は 、 ア ト リ エ の 屋 上 に 雲 の 観 察 用 の 部 屋 を 増 築 し た 。

コ ン ス タ ブ ル は 、 野 外 に 出 て 空 を 見 上 げ る 。 こ の 雲 の 習 作 で は 、 傾 き か け た 陽
ひ

が 射
さ

し て 、 と こ

ろ ど こ ろ 朱
あ け

に 染 ま る 高 い 空 の 巻
け ん

雲
う ん

が ス ケ ッ チ さ れ る 。 素 早 く 刷
は

い た 巻 雲 の 下 に は 、 も っ と 低 層 を

小 さ な 断 片 と な っ た 積 雲 が 流 れ る 。 あ る 日 あ る 時 刻 と 時 間 が 特 定 さ れ る 空 の 観 察 記 録 は 、 画 家 の

胸 中 に 積 み 重 ね ら れ て 、 画 家 が ア ト リ エ の な か で 大 き な 画 布 に 向 か う と き 、 ふ さ わ し い 場 面 を 得

て 移 さ れ て い く 。

絵 画 と は 模 写 す る 芸 術 以 外 で な く て 何 で あ ろ う 。 つ ま り 、 写 実 す る
0 0

芸 術 で あ り 、 ふ り を す る

0 0 0 0 0

芸 術 で は な い 。� （ Ｃ ・ Ｒ ・ レ ズ リ ー 、 斎 藤 泰 三 訳 『 コ ン ス タ ブ ル の 手 紙 』 ）

そ ん な メ モ を 残 し た コ ン ス タ ブ ル は 、 自 然 を 描 写 す る こ と に ゆ る ぎ な い 信 頼 を 置 い て い た 。 画

家 が そ う 考 え て
ⓓ
衒
て ら

い の な い 描 写 に 最 大 の 価 値 を 見 出 し て い る 背 後 に は 、 自 然 に 対 す る 限 り な い

愛 着 と 共 感 が 宿 っ て い る 。 雲 だ け が 好 き な の で は な い 。 風 が 渡 る 小 川 も 牧 場 も 、 木
こ

蔭
か げ

の 古 び た 家

や 野 道 の 土 の 匂 い 、 遠 い 丘 や 林 、 生 ま れ 育 っ た 故 郷 の 自 然 の 隅 々 ま で 含 め た 全 部 に 深 い 愛 着 が 寄

せ ら れ て い る 。

《 干 し 草 車 》 は 、 知
ち し つ
悉 し た 故 郷 の 片 隅 を 描 い て い る 。 絵 の 中 心 は 、 浅 い 小 川 に 乗 り 入 れ る 干 し 草

車 と 、 そ の 上 の 人 物 や 川 岸 の 犬 、 楡
に れ

の 木 蔭 の 知 人 の 家 、 煌
き ら

め く 小 川 と い っ た い つ も 親 し ん で い る
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題 材 で 組 み 立 て ら れ る 。 《 風 景 、 正 午 》 と も 題 さ れ て い た こ の 絵 に は 、 真 昼 の 眩
ま ぶ

し い ほ ど に 白 い

積 雲 が 遠 い 空 に 輝 い て い る 。 そ の 右 肩 で は 青 空 が 望 ま れ 、 さ ら に 高 い 空 の 奥 に 上 層 を 旅 す る 高 積

雲 の 一 種 が 覗 く 。 こ う し て 空 を 描 く と き 、 い ま そ こ に 見 て い る の で は な く て も 、 日 頃 の 雲 の 研 究

を 活
い

か し て コ ン ス タ ブ ル は 、 実 際 の 雲 の 構 成 を 正 し く 表 わ し て い く 。

構 図 の 中 で 、 空 に あ ま り 重 要 な 役 割 を 与 え な い 風 景 画 家 は 、 ⑷ 最 も 自 分 の 助 け に な る も の の

一 つ を 利 用 し 損 な っ て い る と い う こ と だ 。� （ 『 コ ン ス タ ブ ル の 手 紙 』 ）

コ ン ス タ ブ ル は 、 二 度 と 同 じ も の の な い 多 彩 な 雲 で ＜ Ⓖ ＞ の 表 情 を 見 せ る 空 を ど う 扱 い 、 ど う

表 わ す か に 苦 心 す る こ と を 友 に 語 り な が ら も 、 季 節 や 天 候 、 そ れ に 加 え て 風 景 か ら 流 れ 出 る 気 分

を 伝 え る の に 、 空 の 様 相 を も っ と も 巧 み に 活 用 し た 画 家 の ひ と り で あ る 。 そ れ は 、 故 郷 の 自 然 の

全 部 に 抱 く 彼 の 深 い 親 愛 が 、 幼 い こ ろ か ら そ こ で 遊 び 、 水 門 の 濡 れ た 木 の ぬ め り や 道 端 の 藪
や ぶ

を つ

く る 草 の 名 前 ま で 知 り 抜 い て 、 季 節 ご と に 違 う 光 を 送 り 届 け る 空 を 見 上 げ 、 い つ も 空 の 色 や 雲 の

広 が り に 眼 を 凝 ら し た 経 験 を 通 し て 彼 の 自 然 へ の 向 き 合 い 方 を 育 て た こ と が 大 き く 作 用 し て い る

だ ろ う 。

� （ 山 梨 俊 夫 『 絵 画 逍 遥 』 に よ る ）

（ 注 ） シ ャ ル ル ・ ボ ー ド レ ー ル ─ ─ フ ラ ン ス の 象 徴 派 の 詩 人 （ 一 八 二 一 ︱ 一 八 六 七 ） 。

問 １ 　 傍 線 部 ⓐ ・ ⓑ に 使 用 す る 漢 字 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の 各 群 の ㋐ ～ ㋔ の う ち か ら 、 そ

れ ぞ れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 、 ⓐ は ⑯ ・ ⓑ は ⑰ 。

ⓐ 　 シ ョ カ ン� ㋐ 　 刊� ㋑ 　 巻� ㋒ 　 感� ㋓ 　 簡� ㋔ 　 管

ⓑ 　 サ （ し た ）� ㋐ 　 指� ㋑ 　 差� ㋒ 　 刺� ㋓ 　 挿� ㋔ 　 唆
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問 ２ 　 傍 線 部 ⓒ ・ ⓓ の 語 句 の 意 味 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の 各 群 の ㋐ ～ ㋔ の う ち か ら 、 そ れ

ぞ れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 、 ⓒ は ⑱ ・ ⓓ は ⑲ 。

ⓒ 　 あ し ら い

㋐ 　 周 囲 の こ と 。

㋑ 　 根 も と の こ と 。

㋒ 　 取 り あ わ せ の こ と 。

㋓ 　 い い 加 減 な 扱 い の こ と 。

㋔ 　 孤 立 す る こ と 。

ⓓ 　 衒 い

㋐ 　 ひ け ら か す こ と 。

㋑ 　 迷 い が あ る こ と 。

㋒ 　 目 が く ら む こ と 。

㋓ 　 難 解 で あ る こ と 。

㋔ 　 ま ね を す る こ と 。

問 ３ 　 空 欄 ＜ Ⓐ ＞ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋖ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ⑳ 。

㋐ 　 か た ず� ㋑ 　 言 葉� ㋒ 　 恨 み� ㋓ 　 息� ㋔ 　 露� ㋕ 　 人� ㋖ 　 涙

問 ４ 　 空 欄 ＜ Ⓑ ＞ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋖ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ㉑ 。

㋐ 　 成 功� ㋑ 　 精 巧� ㋒ 　 性 向� ㋓ 　 政 綱� ㋔ 　 清 光� ㋕ 　 晴 好� ㋖ 　 盛 行

問 ５ 　 空 欄 ＜ Ⓒ ＞ に 入 る 作 品 名 を 、 次 の ㋐ ～ ㋕ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は ㉒ 。

㋐ 　 『 浮 雲 』� ㋑ 　 『 蒲
ふ

団
と ん

』� ㋒ 　 『 破 戒 』� ㋓ 　 『 高 野 聖
ひ じ り

』

㋔ 　 『 舞 姫 』� ㋕ 　 『 武 蔵 野 』

問 ６ 　 空 欄 ＜ Ⓓ ＞ に 入 る 漢 字 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋖ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ㉓ 。

㋐ 　 油� ㋑ 　 口� ㋒ 　 朱� ㋓ 　 火� ㋔ 　 意� ㋕ 　 気� ㋖ 　 水
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問 ７ 　 空 欄 ＜ Ⓔ ＞ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋖ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ㉔ 。

㋐ 　 進 化� ㋑ 　 美 化� ㋒ 　 同 化� ㋓ 　 異 化� ㋔ 　 軟 化� ㋕ 　 老 化� ㋖ 　 神 化

問 ８ 　 空 欄 ＜ Ⓕ ＞ に 入 る 語 句 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋕ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番

号 は ㉕ 。

㋐ 　 交 感� ㋑ 　 好 感� ㋒ 　 交 換� ㋓ 　 高 官� ㋔ 　 公 刊� ㋕ 　 好 漢

問 ９ 　 空 欄 ＜ Ⓖ ＞ に 入 る 四 字 熟 語 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋕ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解

答 番 号 は ㉖ 。

㋐ 　 山 紫 水 明� ㋑ 　 白 砂 青 松� ㋒ 　 朝 三 暮 四� ㋓ 　 千 変 万 化� ㋔ 　 容 姿 端 麗

㋕ 　 五 里 霧 中

問 10 　 傍 線 部 ⑴ 「 草 上 に 寝 転 ん で 眺 め て い る 」 と あ る が 、 「 不
こ

来
ず

方
か た

の お 城 の 草 に 寝 こ ろ び て 空 に

吸 は れ し 十 五 の 心 」 と い う 短 歌 の 作 者 名 を 、 次 の ㋐ ～ ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は ㉗ 。

㋐ 　 石 川 啄 木� ㋑ 　 斎 藤 茂 吉� ㋒ 　 与 謝 野 晶 子� ㋓ 　 正 岡 子 規� ㋔ 　 若 山 牧 水

問 11 　 傍 線 部 ⑵ 「 絵 画 の 根 拠 に な 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 ㋐ ～ ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は ㉘ 。

㋐ 　 画 家 た ち が 作 家 の 随 筆 や 紀 行 文 、 旅 行 記 な ど を も と に し て 絵 を 描 く と い う こ と 。

㋑ 　 自 然 と の 関 わ り が 画 家 た ち に と っ て 絵 を 描 く こ と の よ り ど こ ろ に な る と い う こ と 。

㋒ 　 人 そ れ ぞ れ 自 然 を 見 る 角 度 が 異 な る こ と を 理 由 に し て 画 家 た ち が 絵 を 描 く と い う こ と 。

㋓ 　 画 家 た ち の 描 く 無 際 限 に 切 れ 目 な い 自 然 が 近 代 化 の 進 行 に つ な が っ て い く と い う こ と 。

㋔ 　 画 家 た ち の 描 く 風 景 画 を 契 機 と し て 絵 画 の 領 域 で 確 か な 潮 流 が で き る と い う こ と 。

問 12 　 傍 線 部 ⑶ 「 役 目 」 の 読 み 方 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解

答 番 号 は ㉙ 。

㋐ 　 音 読 み ＋ 音 読 み� ㋑ 　 訓 読 み ＋ 訓 読 み� ㋒ 　 重 箱 読 み� ㋓ 　 湯
ゆ

桶
と う

読 み

㋔ 　 熟 字 訓
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問 13 　 傍 線 部 ⑷ 「 最 も 自 分 の 助 け に な る も の の 一 つ 」 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 ㋐ ～ ㋔ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は ㉚ 。

㋐ 　 雲 の 観 察 と 研 究 が 画 家 の 生 計 を 立 て て い く 上 で 重 要 な 助 け に な る と い う こ と 。

㋑ 　 野 外 に 出 て 空 を 見 上 げ る こ と が 画 家 の 精 神 を 保 つ 上 で 重 要 な 助 け に な る と い う こ と 。

㋒ 　 画 家 が 芸 術 的 な 絵 画 を 模 写 す る 上 で 空 の 観 察 記 録 が 重 要 な 助 け に な る と い う こ と 。

㋓ 　 空 の 様 子 を 描 く こ と が 自 然 を 表 現 す る 上 で 画 家 に と っ て 重 要 な 助 け に な る と い う こ と 。

㋔ 　 風 景 画 の 習 作 を 重 ね る こ と が 故 郷 を 描 く 画 家 に と っ て 重 要 な 助 け に な る と い う こ と 。

問 14 　 本 文 の 内 容 と 合

AAAAA

致 し な い も の を 、 次 の ㋐ ～ ㋕ の う ち か ら 一 つ 選 べ 。 解 答 番 号 は ㉛ 。

㋐ 　 芥 川 龍 之 介 が 少 年 時 代 の 記 憶 を も と に 書 い た 短 文 集 『 追 憶 』 か ら は 、 彼 が 雲 を 見 る の が 好

き だ っ た と い う こ と が う か が え る 。

㋑ 　 明 治 時 代 の 後 半 か ら は 、 国 木 田 独 歩 や 徳 富 蘆 花 、 志 賀 重 昂 な ど 作 家 が 呈 示 し た 自 然 観 が 風

景 画 の 流 行 を 支 え た 。

㋒ 　 大 下 藤 次 郎 は 、 野 外 に 持 ち 運 ぶ こ と が で き る 水 彩 道 具 を 背 負 っ て 山 に の ぼ り 、 旅 を し て 絵

を 描 い た 。

㋓ 　 藤 島 武 二 は 描 く 対 象 を よ く 観 察 し た う え で 簡 潔 に 描 く と い う 手 順 を 重 視 し た 画 家 で あ る 。

㋔ 　 シ ャ ル ル ・ ボ ー ド レ ー ル は 、 雲 の 変 幻 を 「 大 気 の 魔 術 」 と 称 し て 賛 辞 を 捧 げ 、 雲 の 絵 を 中

心 に 描 い た 。

㋕ 　 ジ ョ ン ・ コ ン ス タ ブ ル は 雲 の 研 究 に 怠 り が な く 、 空 の 様 相 を も っ と も 巧 み に 活 用 し た 画 家

の ひ と り で あ る 。
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Ｓ 1807
国

語

第 三 問� 次 の 問 い （ 問 １ ～ ３ ） に 答 え よ 。

問 １ 　 次 の ⑴ ・ ⑵ の こ と わ ざ と 反 対 の 意 味 を 持 つ も の と し て 最 も 適 当 な も の を 、 各 群 の ㋐ ～ ㋔ の

う ち か ら 、 そ れ ぞ れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 、 ⑴ は ㉜ ・ ⑵ は ㉝ 。

⑴ 　 後 は 野 と な れ 山 と な れ

㋐ 　 猫 に か つ お 節� ㋑ 　 魚 心 あ れ ば 水 心 あ り� ㋒ 　 立 つ 鳥 跡 を 濁 さ ず

㋓ 　 馬 の 耳 に 念 仏� ㋔ 　 牛 に 引 か れ て 善 光 寺 参 り

⑵ 　 瓜
う り

の 蔓
つ る

に 茄
な す び
子 は な ら ぬ

㋐ 　 鬼 に 金 棒� � ㋑ 　 鳶
と び

が 鷹
た か

を 生 む� ㋒ 　 百 聞 は 一 見 に し か ず

㋓ 　 腐 っ て も 鯛
た い

� ㋔ 　 藪
や ぶ

を つ つ い て 蛇 を 出 す

問 ２ 　 次 の ⑴ ・ ⑵ に 該 当 す る 表 現 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 各 群 の ㋐ ～ ㋔ の う ち か ら 、 そ れ ぞ れ

一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 、 ⑴ は ㉞ ・ ⑵ は ㉟ 。

⑴ 　 慣 用 句 と し て 正 し い 表 現

㋐ 　 虎 を 野 に 放 つ� ㋑ 　 柔 よ く 強 を 制 す� ㋒ 　 悪 事 万 里 を 走 る

㋓ 　 聞 く は 一 生 の 恥� ㋔ 　 口 か ら 手 が 出 る

⑵ 　 「 非 常 に 頭 の 働 き が よ い 」 と い う 意 味 の 慣 用 句

㋐ 　 目 が 高 い� � ㋑ 　 目 が 肥 え る� ㋒ 　 目 を 皿 に す る

㋓ 　 目 に 角 を 立 て る� ㋔ 　 目 か ら 鼻 へ 抜 け る

問 ３ 　 次 の ⑴ ・ ⑵ の 四 字 熟 語 の 中 の 空 欄 に 入 る 漢 字 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 各 群 の ㋐ ～ ㋔ の う

ち か ら 、 そ れ ぞ れ 一 つ ず つ 選 べ 。 解 答 番 号 は 、 ⑴ は ㊱ ・ ⑵ は ㊲ 。

⑴ 　 我 ＜ 〓 ＞ 引 水� ㋐ 　 屋� ㋑ 　 道� ㋒ 　 川� ㋓ 　 田� ㋔ 　 地

⑵ 　 換 骨 奪 ＜ 〓 ＞ � ㋐ 　 対� ㋑ 　 怠� ㋒ 　 胎� ㋓ 　 態� ㋔ 　 帯
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