
まずは自分で問題を解いてみましょう。その後、下の解説を読みましょう
わからない時は、 の解決する際のポイントを参考にして再挑戦してみましょう！

⑴

次
の
【
文
章
】
を
読
ん
で
、
後
の
各
問
に
答
え
よ
。
句
読
点
等
は
字
数
と
し
て
数
え
る
こ
と
。

【
文
章
】

「時
間
ど
ろ
ぼ
う
」
と
い
う
言
葉
を
記
憶
し
て
い
る
読
者
は
多
い
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
作
家
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
作
『
モ
モ
』
に
出
て

く
る
言
葉
で
あ
る
。
時
間
貯
蓄
銀
行
か
ら
派
遣
さ
れ
た
灰
色
の
男
た
ち
に
よ
っ
て
、
人
々
の
時
間
が
盗
ま
れ
て
い
く
。
そ
れ
を
モ
モ
と
い

う
少
女
が
活
躍
し
て
と
り
も
ど
す
。
そ
の
た
め
に
彼
女
が
と
っ
た
手
段
は
、
た
だ
相
手
に
会
っ
て
話
を
聞
く
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
は
現
代
の
日
本
で
、
ま
す
ま
す
重
要
な
意
味
を
も
ち
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

時
間
と
は
記
憶
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
距
離
は
時
間
の
関
数
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
遠
い
距
離
を
旅
し
た
記
憶
は
、

か
か
っ
た
時
間
で
表
現
さ
れ
た
。
「
七
日
も
歩
い
て
着
い
た
国
」
と
い
え
ば
、
ず
い
ぶ
ん
遠
い
と
こ
ろ
へ
旅
を
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
間
に
出
会
っ
た
多
く
の
景
色
や
人
々
は
記
憶
の
な
か
に
時
間
の
経
過
と
と
も
に
な
ら
び
、
出
発
点
と
到
着
点
を
結
ぶ
物
語
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
今
は
違
う
。
東
京
の
人
々
に
と
っ
て
飛
行
機
で
行
く
沖
縄
は
、
バ
ス
で
行
く
名
古
屋
よ
り
近
い
。
移
動
手
段
の
発
達
に
よ
っ

て
、
距
離
は
時
間
で
は
測
れ
な
く
な
っ
た
。

時
間
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
は
費
用
で
あ
る
。
「（
Ｘ

）な
り
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
、
も
と
も
と
時
間
は
お
金
と
同
じ
よ
う
に
貴
重

な
も
の
だ
か
ら
大
切
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
意
味
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
次
第
に
「
時
間
は
金
で
買
え
る
も
の
」
と
い
う
意
味

に
変
わ
っ
て
き
た
。
特
急
料
金
を
は
ら
え
ば
、
普
通
列
車
で
行
く
よ
り
時
間
を
短
縮
で
き
る
。
速
達
郵
便
は
普
通
郵
便
よ
り
も
料
金
が
高

い
し
、
航
空
便
は
船
便
よ
り
費
用
が
か
さ
む
。
同
時
に
、
距
離
も
時
間
と
同
じ
よ
う
に
金
に
換
算
さ
れ
て
話
題
に
上
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
大
き
な
勘
違
い
を
生
む
も
と
と
な
っ
た
。
金
は
時
間
の
よ
う
に
記
憶
に
よ
っ
て
蓄
積
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
本
来
、

金
は
今
あ
る
可
能
性
や
価
値
を
、
劣
化
し
な
い
紙
幣
や
硬
貨
に
代
え
て
、
そ
れ
を
将
来
に
担
保
す
る
装
置
で
あ
る
。
い
わ
ば
時
間
を
止
め

て
、
そ
の
価
値
や
可
能
性
が
持
続
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
装
置
だ
。
し
か
し
、
実
は
そ
の
持
続
性
や
普
遍
性
は
危
う
い
約
束
事
や
予
測

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
今
の
価
値
が
将
来
も
変
わ
る
こ
と
な
く
続
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
っ
と
大
き
く
な
っ
た
り
、
ゼ
ロ
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
近
年
の
金
融
危
機
は
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

時
間
に
は
決
し
て
金
に
換
算
で
き
な
い
側
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
が
成
長
す
る
に
は
時
間
が
必
要
だ
。
金
を
か
け
れ
ば
、
子

ど
も
の
成
長
を
物
質
的
に
豊
か
に
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
成
長
に
か
か
る
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
時
間
が

紡
ぎ
だ
す
記
憶
を
金
に
換
算
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
。
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
の
信
頼
を
金
で
買
え
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

信
頼
は
人
々
の
間
に
生
じ
た
優
し
い
記
憶
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
、
維
持
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

人
々
の
記
憶
で
つ
く
ら
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
社
会
資
本
と
い
う
。
何
か
困
っ
た
問
題
が
起
こ
っ
た
と
き
、
ひ
と
り
で
は
解
決
で
き
な

い
事
態
が
生
じ
た
と
き
、
頼
れ
る
人
々
の
輪
が
社
会
資
本
だ
。
そ
れ
は
互
い
に
顔
と
顔
と
を
合
わ
せ
、
時
間
を
か
け
て
話
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
。
そ
の
時
間
は
金
で
は
買
え
な
い
。
人
々
の
た
め
に
費
や
し
た
社
会
的
な
時
間
が
社
会
資
本
の
元
手
に
な
る
の
だ
。

私
は
そ
れ
を
、
野
生
の
ゴ
リ
ラ
と
の
生
活
で
学
ん
だ
。
ゴ
リ
ラ
は
い
つ
も
仲
間
の
顔
が
見
え
る
、
ま
と
ま
り
の
い
い
十
頭
前
後
の
群
れ

で
暮
ら
し
て
い
る
。
顔
を
見
つ
め
合
い
、
し
ぐ
さ
や
表
情
で
互
い
に
感
情
の
動
き
や
意
図
を
的
確
に
読
む
。
人
間
の
最
も
ま
と
ま
り
の
よ

い
集
団
の
サ
イ
ズ
も
十
～
十
五
人
で
、
共
鳴
集
団
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
サ
ッ
カ
ー
や
ラ
グ
ビ
ー
の
チ
ー
ム
の
よ
う
に
、
言
葉
を
用
い
ず
に

合
図
や
動
作
で
仲
間
の
意
図
が
読
め
、
ま
と
ま
っ
て
複
雑
な
動
き
が
で
き
る
集
団
で
あ
る
。
こ
れ
も
日
常
的
に
顔
を
合
わ
せ
る
関
係
に

よ
っ
て
築
か
れ
る
。
言
葉
の
お
か
げ
で
、
人
間
は
ひ
と
り
で
い
く
つ
も
の
共
鳴
集
団
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
。
で
も
、
信
頼
関
係
を
つ

く
る
に
は
視
覚
や
接
触
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
勝
る
も
の
は
な
く
、
言
葉
は
そ
れ
を
補
助
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

人
間
が
発
す
る
言
葉
は
個
性
が
あ
り
、
声
は
身
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
だ
が
、
文
字
は
言
葉
を
身
体
か
ら
引
き
離
し
、
劣
化
し
な
い

情
報
に
変
え
る
。
情
報
に
な
れ
ば
、
効
率
が
重
視
さ
れ
て
金
と
相
性
が
よ
く
な
る
。
現
代
の
危
機
は
そ
の
情
報
化
を
急
激
に
拡
大
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
私
は
思
う
。
本
来
、
身
体
化
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
信
頼
関
係
を
つ
く
る
た
め
に
使
っ
て
き
た

時
間
を
、
今
私
た
ち
は
膨
大
な
情
報
を
読
み
、
発
信
す
る
た
め
に
費
や
し
て
い
る
。
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
や
チ
ャ
ッ
ト
を
使
っ
て
交
信
し
、

近
況
を
報
告
し
合
う
。
そ
れ
は
確
か
に
仲
間
と
会
っ
て
話
す
時
間
を
節
約
し
て
い
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
の
機
能
を
代
用
で
き
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

現
代
の
私
た
ち
は
、
一
日
の
大
半
を
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
に
向
か
っ
て
文
字
と
つ
き
合
い
な
が
ら
過
ご
し
て
い
る
。
も
っ
と
、
人
と
顔

を
合
わ
せ
、
話
し
、
食
べ
、
遊
び
、
歌
う
こ
と
に
使
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
、
モ
モ
が
ど
ろ
ぼ
う
た
ち
か
ら
と

り
も
ど
し
た
時
間
だ
っ
た
。
時
間
が
金
に
換
算
さ
れ
る
経
済
優
先
の
社
会
で
は
な
く
、
人
々
の
確
か
な
信
頼
に
も
と
づ
く
生
き
た
時
間
を

と
り
も
ど
し
た
い
と
切
に
思
う
。

（
山
極
寿
一
『
ゴ
リ
ラ
か
ら
の
警
告
「
人
間
社
会
、
こ
こ
が
お
か
し
い
」
』
に
よ
る
。
一
部
改
変
）

（
注
）
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク…

二
〇
〇
八
年
に
ア
メ
リ
カ
の
大
手
証
券
会
社
が
経
営
破
綻
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
起
こ
っ
た
世
界
金
融
危
機
の
こ
と
。

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク…

登
録
さ
れ
た
利
用
者
同
士
が
交
流
で
き
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
会
員
制
サ
ー
ビ
ス
の
一
つ
。

チ
ャ
ッ
ト…

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
、
複
数
の
人
が
同
時
に
交
信
し
、
文
字
等
に
よ
る
会
話
を
す
る
こ
と
。

ス
マ
ホ…

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
こ
と
。

や
や
難

一

問
五

本
文
中
に
『
モ
モ
』
の
話
を

引
用
す
る
こ
と
で
、
書
き
手
が

現
代
の
日
本
に
必
要
だ
と
示
唆

し
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

か
。
二
十
五
字
以
上
、
三
十
五
字

以
内
で
考
え
て
書
け
。
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福岡県立高校入試問題の難問にチャレンジしよう！【国語】①

次のように解きます。

（答）（例）相手と会って話をすることで、金に換算できない生きた時間を取り戻すこと。〔35字〕

問五

[１]問われている内容と答え方の条件を確認する。

○問われている内容
・『モモ』の話の引用によって、書き手が現代の日本に必要だと示唆しているのはどのようなことかを読み取る。

（⇒書き手が気づかせたいこと、つまり、書き手の主張を捉える。）

○答え方の条件
・「どのようなことか」と問われているので、「～～～こと。」という形で、２５字以上、３５字以内で答える。

・読み方…しさ
・意 味…それとなく気づかせること。

（

①
～
⑩
は
形
式
段
落
を
表
す
。
）

○『モモ』の話を引用（形式段落①・⑩）することで、書き手が、現代の日本で必要だと主張していること

・「 このファンタジーは現代の日本で、ますます重要な意味をもちつつあるのではないだろうか。」（①）

⇒現代の日本で重要な意味をもちつつあるのは、『モモ』の話のように、ただ相手に会って話を聞くことである。

・「もっと、人と顔を合わせ、話し、食べ、遊び、歌うことに使うべきなのではないだろうか。」（⑩）

⇒「現代の私たちは、一日の大半をパソコンやスマホに向かって文字とつき合いながら過ごして

いる」（⑩）が、一日の時間をもっと人と顔を合わせ、話すことなどに使うべきである。

・「時間が金に換算される経済優先の社会ではなく、人々の確かな信頼にもとづく生きた時間をとりもどしたいと切に思う。」（⑩）

⇒切に思うのは、「決して金に換算できない側面がある」（⑥）時間を優先し、「金で買えない」（⑥）ものであり、「互いに顔と

顔とを合わせ、時間をかけて話をすることによってつくられる」（⑦）確かな信頼にもとづく生きた時間を取り戻すことである。

[３]答え方の条件に従って解答を書く。

○指定された字数〔２５字以上、３５字以内〕に合うように

調整し、「～～～こと。」という形で書く。

①

「時
間
ど
ろ
ぼ
う
」
と
い
う
言
葉
を
記
憶
し
て
い
る
読
者
は
多
い
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
作
家
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
作
『
モ
モ
』
に
出

て
く
る
言
葉
で
あ
る
。
時
間
貯
蓄
銀
行
か
ら
派
遣
さ
れ
た
灰
色
の
男
た
ち
に
よ
っ
て
、
人
々
の
時
間
が
盗
ま
れ
て
い
く
。
そ
れ
を
モ
モ
と

い
う
少
女
が
活
躍
し
て
と
り
も
ど
す
。
そ
の
た
め
に
彼
女
が
と
っ
た
手
段
は
、
た
だ
相
手
に
会
っ
て
話
を
聞
く
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
は
現
代
の
日
本
で
、
ま
す
ま
す
重
要
な
意
味
を
も
ち
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②
時
間
と
は
記
憶
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
距
離
は
時
間
の
関
数
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
遠
い
距
離
を
旅
し
た
記
憶
は
、

か
か
っ
た
時
間
で
表
現
さ
れ
た
。
「
七
日
も
歩
い
て
着
い
た
国
」
と
い
え
ば
、
ず
い
ぶ
ん
遠
い
と
こ
ろ
へ
旅
を
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
間
に
出
会
っ
た
多
く
の
景
色
や
人
々
は
記
憶
の
な
か
に
時
間
の
経
過
と
と
も
に
な
ら
び
、
出
発
点
と
到
着
点
を
結
ぶ
物
語
と
な
っ
た
。

③
し
か
し
、今
は
違
う
。
東
京
の
人
々
に
と
っ
て
飛
行
機
で
行
く
沖
縄
は
、
バ
ス
で
行
く
名
古
屋
よ
り
近
い
。
移
動
手
段
の
発
達
に
よ
っ

て
、
距
離
は
時
間
で
は
測
れ
な
く
な
っ
た
。

④
時
間
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
は
費
用
で
あ
る
。
「（
Ｘ

）な
り
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
、も
と
も
と
時
間
は
お
金
と
同
じ
よ
う
に
貴
重

な
も
の
だ
か
ら
大
切
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
意
味
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
次
第
に
「
時
間
は
金
で
買
え
る
も
の
」
と
い
う
意
味

に
変
わ
っ
て
き
た
。
特
急
料
金
を
は
ら
え
ば
、
普
通
列
車
で
行
く
よ
り
時
間
を
短
縮
で
き
る
。
速
達
郵
便
は
普
通
郵
便
よ
り
も
料
金
が
高

い
し
、
航
空
便
は
船
便
よ
り
費
用
が
か
さ
む
。
同
時
に
、
距
離
も
時
間
と
同
じ
よ
う
に
金
に
換
算
さ
れ
て
話
題
に
上
る
よ
う
に
な
っ
た
。

⑤
し
か
し
、こ
れ
は
大
き
な
勘
違
い
を
生
む
も
と
と
な
っ
た
。
金
は
時
間
の
よ
う
に
記
憶
に
よ
っ
て
蓄
積
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
本
来
、

金
は
今
あ
る
可
能
性
や
価
値
を
、
劣
化
し
な
い
紙
幣
や
硬
貨
に
代
え
て
、
そ
れ
を
将
来
に
担
保
す
る
装
置
で
あ
る
。
い
わ
ば
時
間
を
止
め

て
、
そ
の
価
値
や
可
能
性
が
持
続
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
装
置
だ
。
し
か
し
、
実
は
そ
の
持
続
性
や
普
遍
性
は
危
う
い
約
束
事
や
予
測

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
今
の
価
値
が
将
来
も
変
わ
る
こ
と
な
く
続
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
っ
と
大
き
く
な
っ
た
り
、
ゼ
ロ
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
近
年
の
金
融
危
機
は
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

⑥
時
間
に
は
決
し
て
金
に
換
算
で
き
な
い
側
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
が
成
長
す
る
に
は
時
間
が
必
要
だ
。
金
を
か
け
れ
ば
、子

ど
も
の
成
長
を
物
質
的
に
豊
か
に
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
成
長
に
か
か
る
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
時
間
が

紡
ぎ
だ
す
記
憶
を
金
に
換
算
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
。
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
の
信
頼
を
金
で
買
え
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

信
頼
は
人
々
の
間
に
生
じ
た
優
し
い
記
憶
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
、
維
持
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑦
人
々
の
記
憶
で
つ
く
ら
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
社
会
資
本
と
い
う
。
何
か
困
っ
た
問
題
が
起
こ
っ
た
と
き
、ひ
と
り
で
は
解
決
で
き
な

い
事
態
が
生
じ
た
と
き
、
頼
れ
る
人
々
の
輪
が
社
会
資
本
だ
。
そ
れ
は
互
い
に
顔
と
顔
と
を
合
わ
せ
、
時
間
を
か
け
て
話
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
。
そ
の
時
間
は
金
で
は
買
え
な
い
。
人
々
の
た
め
に
費
や
し
た
社
会
的
な
時
間
が
社
会
資
本
の
元
手
に
な
る
の
だ
。

⑧
私
は
そ
れ
を
、野
生
の
ゴ
リ
ラ
と
の
生
活
で
学
ん
だ
。
ゴ
リ
ラ
は
い
つ
も
仲
間
の
顔
が
見
え
る
、
ま
と
ま
り
の
い
い
十
頭
前
後
の
群
れ

で
暮
ら
し
て
い
る
。
顔
を
見
つ
め
合
い
、
し
ぐ
さ
や
表
情
で
互
い
に
感
情
の
動
き
や
意
図
を
的
確
に
読
む
。
人
間
の
最
も
ま
と
ま
り
の
よ

い
集
団
の
サ
イ
ズ
も
十
～
十
五
人
で
、
共
鳴
集
団
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
サ
ッ
カ
ー
や
ラ
グ
ビ
ー
の
チ
ー
ム
の
よ
う
に
、
言
葉
を
用
い
ず
に

合
図
や
動
作
で
仲
間
の
意
図
が
読
め
、
ま
と
ま
っ
て
複
雑
な
動
き
が
で
き
る
集
団
で
あ
る
。
こ
れ
も
日
常
的
に
顔
を
合
わ
せ
る
関
係
に

よ
っ
て
築
か
れ
る
。
言
葉
の
お
か
げ
で
、
人
間
は
ひ
と
り
で
い
く
つ
も
の
共
鳴
集
団
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
。
で
も
、
信
頼
関
係
を
つ

く
る
に
は
視
覚
や
接
触
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
勝
る
も
の
は
な
く
、
言
葉
は
そ
れ
を
補
助
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

⑨
人
間
が
発
す
る
言
葉
は
個
性
が
あ
り
、声
は
身
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
だ
が
、
文
字
は
言
葉
を
身
体
か
ら
引
き
離
し
、
劣
化
し
な
い

情
報
に
変
え
る
。
情
報
に
な
れ
ば
、
効
率
が
重
視
さ
れ
て
金
と
相
性
が
よ
く
な
る
。
現
代
の
危
機
は
そ
の
情
報
化
を
急
激
に
拡
大
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
私
は
思
う
。
本
来
、
身
体
化
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
信
頼
関
係
を
つ
く
る
た
め
に
使
っ
て
き
た

時
間
を
、
今
私
た
ち
は
膨
大
な
情
報
を
読
み
、
発
信
す
る
た
め
に
費
や
し
て
い
る
。
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
や
チ
ャ
ッ
ト
を
使
っ
て
交
信
し
、

近
況
を
報
告
し
合
う
。
そ
れ
は
確
か
に
仲
間
と
会
っ
て
話
す
時
間
を
節
約
し
て
い
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
の
機
能
を
代
用
で
き
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

⑩
現
代
の
私
た
ち
は
、一
日
の
大
半
を
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
に
向
か
っ
て
文
字
と
つ
き
合
い
な
が
ら
過
ご
し
て
い
る
。
も
っ
と
、
人
と
顔

を
合
わ
せ
、
話
し
、
食
べ
、
遊
び
、
歌
う
こ
と
に
使
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
、
モ
モ
が
ど
ろ
ぼ
う
た
ち
か
ら
と

り
も
ど
し
た
時
間
だ
っ
た
。
時
間
が
金
に
換
算
さ
れ
る
経
済
優
先
の
社
会
で
は
な
く
、
人
々
の
確
か
な
信
頼
に
も
と
づ
く
生
き
た
時
間
を

と
り
も
ど
し
た
い
と
切
に
思
う
。

モモという少女が「時間どろぼう」から盗まれた時間をとりもどすために、ただ相手に会って話を聞くという『モモ』の話。 （①）

条件に合わせて答えよう。
ポイント

字数を気にせずに書いてみた後に、
重要でない部分を削って調整しよう。

ポイント

[２]本文中で 『モモ』の話が引用されている部分を確認し、書き手の主張を捉える。

文末表現に着目
して主張を探し、そ
の内容を捉えよう。

ポイント



次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
各
問
に
答
え
よ
。
句
読
点
等
は
字
数
と
し
て
数
え
る
こ
と
。

【こ
こ
ま
で
の
あ
ら
す
じ
】
仏
像
修
復
師
で
あ
る
潔
は
、
こ
の
仕
事
を
し
て
も
う
十
三
年
に
も
な
る
が
、
接
着
剤
と
し

て
修
復
に
用
い
る
漆
に
い
ま
だ
に
か
ぶ
れ
て
し
ま
う
。
潔
が
修
復
作
業
の
た
め
に
訪
れ
た
玄
妙
寺
に
は
、
不
空
羂
索

観
音
像
が
本
尊
と
し
て
安
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
仏
像
に
、
潔
は
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
た
。

孤
独
が
潔
を
い
よ
い
よ
仏
へ
引
き
よ
せ
た
。
御
魂
は
抜
い
て
あ
る
か
ら
、
仏
に
功
力
は
な
い
。

し
か
し
解
体
さ
れ
、
手
足
と
ば
ら
ば
ら
に
横
た
え
ら
れ
た
不
空
羂
索
の
面
を
見
て
い
る
と
、
そ
こ

に
は
た
し
か
に
、
つ
い
こ
の
あ
い
だ
ま
で
宿
っ
て
い
た
な
に
か
の
ぬ
く
み
を
感
じ
る
の
だ
。
人
間

の
魂
に
よ
く
似
た
な
に
か
。
け
れ
ど
も
遥
か
に
強
力
で
、
永
遠
に
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

ど
ん
な
仏
像
に
で
も
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
ん
な
例
は
ご
く
稀

だ
。
ま
し
て
や
こ
の
不
空
羂
索
ほ
ど
の
強
烈
な
吸
引
力
を
前
に
し
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

彫
仏
の
巧
拙
。
像
容
の
美
醜
。
木
質
の
優
劣
。
そ
ん
な
も
の
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
芸
術
品

と
し
て
の
価
値
か
ら
す
れ
ば
、
玄
妙
寺
の
不
空
羂
索
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
。
恐
ら
く
は
名

も
な
い
一
仏
師
が
、
ち
ょ
っ
と
め
ず
ら
し
い
仏
を
彫
っ
て
や
ろ
う
と
一
念
発
起
し
、
見
よ
う
見
ま

ね
で
不
空
羂
索
に
挑
ん
で
み
せ
た
の
だ
ろ
う
。
計
算
不
足
の
せ
い
か
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
、

台
座
や
光
背
に
も
手
抜
き
が
見
て
と
れ
る
。
納
衣
の
彫
り
か
た
一
つ
を
と
っ
て
も
青
臭
く
、
刀
さ

ば
き
の
至
る
と
こ
ろ
に
生
硬
さ
が
う
か
が
え
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
像
に
は
そ
れ
が
あ
っ
た
。

仏
と
し
て
人
間
に
仰
が
れ
る
に
足
る
な
に
か
。

仏
と
し
て
人
間
を
慰
む
る
に
足
る
な
に
か
。

―
―

慈
悲
。

こ
の
仏
に
ふ
さ
わ
し
い
形
容
を
何
日
も
思
い
あ
ぐ
ね
た
末
、
潔
は
こ
の
二
字
に
帰
着
し
た
。
格

別
に
美
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
技
巧
に
秀
で
て
い
る
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
仏
は
温
か
い
。

と
こ
し
え
の
慈
し
み
を
そ
の
目
に
、
唇
に
た
た
え
て
い
る
。
ど
う
す
れ
ば
こ
ん
な
面
が
彫
れ
る
の

か
？恐

ら
く
は
偶
然
だ
。
ど
ん
な
仏
師
も
一
生
に
一
度
く
ら
い
は
己
を
超
え
た
面
を
彫
る
。
け
れ
ど

も
そ
こ
で
刀
を
置
く
こ
と
が
で
き
ず
に
さ
ら
な
る
手
を
加
え
、
な
に
も
か
も
だ
い
な
し
に
し
て
し

ま
う
。
し
か
し
、
こ
の
仏
師
は
踏
み
と
ど
ま
っ
た
。
自
ら
の
手
が
成
し
た
と
は
と
う
て
い
思
え
な

い
な
に
か
を
宿
ら
せ
た
仏
と
向
か
い
あ
う
怖
気
に
耐
え
ぬ
い
た
。
そ
の
恐
る
べ
き
胆
力
に
潔
は
感

謝
し
た
。
何
百
年
も
前
に
奇
跡
を
起
こ
し
た
彼
の
お
か
げ
で
、
自
分
は
今
、
こ
の
仏
に
こ
れ
ほ
ど

ま
で
に
慰
め
ら
れ
て
い
る
。

感
謝
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
一
方
で
猛
然
と
嫉
妬
し
た
。
た
い
し
た
腕
も
な
く
、
儀
軌
に
も
う

と
く
、
真
手
の
印
相
を
誤
る
よ
う
な
へ
ま
を
や
ら
か
す
仏
師
へ
の
羨
望
に
苛
ま
れ
た
。
恐
ら
く
は

生
涯
パ
ッ
と
せ
ず
、
歴
史
に
な
ん
の
名
も
残
さ
ず
に
消
え
た
貧
乏
仏
師
。
し
か
し
な
に
は
と
も
あ

れ
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
仏
像
を
、
少
な
く
と
も
一
体
は
こ
の
世
に
遺
し
た
の
だ
。

「
俺
に
は
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
」

い
つ
の
日
か
ら
か
、
暗
く
湿
っ
た
堂
内
で
ひ
と
り
、
胴
か
ら
上
を
横
た
え
た
不
空
羂
索
像
に
語

り
か
け
る
の
が
潔
の
日
課
と
化
し
て
い
た
。

「
俺
に
は
、
魂
を
宿
す
に
値
す
る
仏
が
、
ど
う
し
て
も
彫
れ
な
か
っ
た
」

美
大
で
彫
仏
を
学
ん
で
い
た
当
時
を
ふ
り
か
え
る
た
び
、
潔
は
そ
れ
こ
そ
魂
を
抜
か
れ
た
器
の

よ
う
に
な
る
。

大
学
で
の
潔
は
優
秀
だ
っ
た
。
彼
が
彫
り
あ
げ
た
木
像
は
い
ず
れ
も
高
い
評
価
を
得
た
。
巧
み

で
な
め
ら
か
な
刀
さ
ば
き
は
他
学
生
の
追
随
を
許
さ
ず
、
教
師
陣
か
ら
も
特
別
視
さ
れ
て
い
た
。

ど
い
つ
も
こ
い
つ
も
騙
さ
れ
や
が
っ
て…

…

と
、
し
か
し
、
潔
は
ほ
め
ら
れ
る
た
び
に
憤
っ
て
い
た

の
だ
。

「
俺
は
た
し
か
に
巧
い
。
器
用
だ
。
見
目
の
い
い
、
つ
る
つ
る
の
像
を
彫
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
だ
。

俺
だ
け
は
俺
に
騙
さ
れ
な
か
っ
た
」

新
た
な
像
に
着
手
す
る
た
び
に
潔
は
懊
悩
し
、
完
成
さ
せ
る
た
び
に
落
胆
し
た
。
そ
の
絶
望
の
深

さ
を
知
る
の
も
ま
た
自
分
だ
け
だ
っ
た
。
大
学
二
年
の
秋
、
潔
は
突
然
、
大
学
に
退
学
届
を
提
出
し

た
。
仏
像
修
復
師
と
し
て
働
く
松
浦
の
姿
を
と
あ
る
雑
誌
の
記
事
で
目
に
し
た
の
は
、
失
意
の
冬
の

只
中
の
こ
と
だ
。

潔
は
た
だ
ち
に
京
都
へ
駆
け
つ
け
た
。
両
親
に
無
断
で
大
学
を
や
め
た
彼
は
い
ず
れ
に
し
て
も
勘

当
同
然
の
身
の
上
だ
っ
た
。

「
こ
れ
だ
、
と
思
っ
た
。
俺
は
仏
師
に
は
な
れ
な
い
。
な
に
か
が
ど
う
し
て
も
足
り
な
い
。
し
か
し
、

修
復
師
と
し
て
仏
像
に
携
わ
る
こ
と
な
ら
で
き
る
」

子
供
の
頃
か
ら
乗
り
物
よ
り
も
怪
獣
よ
り
も
仏
像
に
心
惹
か
れ
た
彼
に
残
さ
れ
た
、
そ
れ
が
最
後

の
砦
だ
っ
た
。

「
こ
の
手
で
仏
像
を
彫
れ
な
い
の
な
ら
、
ど
こ
か
の
誰
か
が
彫
っ
た
仏
像
を
こ
の
手
で
救
い
た
い
。

劣
化
し
た
木
材
。
風
化
し
た
彫
刻
。
み
じ
め
な
仏
を
こ
の
手
で
原
型
の―

い
や
、
原
型
以
上
の
美
し

い
姿
に
し
て
や
り
た
い
」

仏
師
へ
の
道
に
挫
折
し
た
自
ら
の
み
じ
め
さ
を
、
潔
は
知
ら
ず
し
ら
ず
眼
前
の
仏
に
重
ね
て
い
る
。

梵
鐘
び
い
き
の
村
人
ど
も
か
ら
こ
け
に
さ
れ
て
い
る
不
空
羂
索―

。

「
俺
が
直
し
て
や
る
。
ど
こ
の
ど
い
つ
よ
り
も
美
し
い
像
に
し
て
や
る
。
誰
も
が
地
面
に
ひ
れ
伏
し

て
拝
ま
ず
に
い
ら
れ
な
い
最
高
の
仏
に…

…

」

心
か
ら
の
哀
れ
み
を
こ
め
て
つ
ぶ
や
く
と
き
だ
け
、
潔
は
こ
の
超
越
的
存
在
を
超
越
し
た
か
の
よ

う
な
、
罰
当
た
り
な
錯
覚
に
酔
い
し
れ
る
の
だ
。

「
直
し
て
や
る
。
俺
が
。
完
璧
に
。
必
ず
こ
の
手
で…

…

」

そ
の
錯
覚
は
彼
に
言
い
し
れ
ぬ
感
動
を
与
え
た
。
時
と
し
て
彼
は
唇
を
震
わ
せ
、
時
と
し
て
瞳
に

涙
し
た
。

憎
悪
す
べ
き
は
鐘
の
音
だ
っ
た
。

ど
こ
か
の
誰
か
が
い
た
ず
ら
に
鐘
を
鳴
ら
す
た
び
、
潔
の
感
動
は
断
ち
切
ら
れ
る
。
そ
し
て
漆
に

か
ぶ
れ
た
肌
の
む
ず
痒
さ
を
思
い
だ
し
、
血
ま
み
れ
に
な
る
ま
で
搔
き
む
し
り
た
く
な
る
の
だ
。

（
森
絵
都
『
鐘
の
音
』
に
よ
る
。
一
部
改
変
）

（
注
）
儀
軌…

仏
教
に
お
け
る
、
図
像
に
関
す
る
規
則
。

真
手…

両
手
。

印
相…

仏
像
の
手
と
指
で
作
る
形
。

美
大…

美
術
大
学
の
略
。

懊
悩…

悩
み
苦
し
む
こ
と
。

梵
鐘…

寺
院
で
用
い
る
つ
り
が
ね
。

二

難
問
五

本
文
中
に

漆
に
か
ぶ
れ
た
肌
の
む
ず
痒
さ
を
思
い
だ
し
、
血
ま
み
れ
に
な
る
ま

で
搔
き
む
し
り
た
く
な
る
の
だ

と
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
潔
の
気
持
ち

を
、
解
答
欄
の
下
の
「
気
持
ち
。
」
と
い
う
語
句
に
続
く
よ
う
に
、
二
十
五
字
以
上
、

三
十
五
字
以
内
で
考
え
て
書
け
。

25

35

気
持
ち
。



【こ
こ
ま
で
の
あ
ら
す
じ
】
仏
像
修
復
師
で
あ
る
潔
は
、
こ
の
仕
事
を
し
て
も
う
十
三
年
に
も
な
る
が
、
接
着
剤
と
し

て
修
復
に
用
い
る
漆
に
い
ま
だ
に
か
ぶ
れ
て
し
ま
う
。
潔
が
修
復
作
業
の
た
め
に
訪
れ
た
玄
妙
寺
に
は
、
不
空
羂
索

観
音
像
が
本
尊
と
し
て
安
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
仏
像
に
、
潔
は
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
た
。

孤
独
が
潔
を
い
よ
い
よ
仏
へ
引
き
よ
せ
た
。
御
魂
は
抜
い
て
あ
る
か
ら
、
仏
に
功
力
は
な
い
。

し
か
し
解
体
さ
れ
、
手
足
と
ば
ら
ば
ら
に
横
た
え
ら
れ
た
不
空
羂
索
の
面
を
見
て
い
る
と
、
そ
こ

に
は
た
し
か
に
、
つ
い
こ
の
あ
い
だ
ま
で
宿
っ
て
い
た
な
に
か
の
ぬ
く
み
を
感
じ
る
の
だ
。
人
間

の
魂
に
よ
く
似
た
な
に
か
。
け
れ
ど
も
遥
か
に
強
力
で
、
永
遠
に
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

ど
ん
な
仏
像
に
で
も
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
ん
な
例
は
ご
く
稀

だ
。
ま
し
て
や
こ
の
不
空
羂
索
ほ
ど
の
強
烈
な
吸
引
力
を
前
に
し
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

彫
仏
の
巧
拙
。
像
容
の
美
醜
。
木
質
の
優
劣
。
そ
ん
な
も
の
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
芸
術
品

と
し
て
の
価
値
か
ら
す
れ
ば
、
玄
妙
寺
の
不
空
羂
索
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
。
恐
ら
く
は
名

も
な
い
一
仏
師
が
、
ち
ょ
っ
と
め
ず
ら
し
い
仏
を
彫
っ
て
や
ろ
う
と
一
念
発
起
し
、
見
よ
う
見
ま

ね
で
不
空
羂
索
に
挑
ん
で
み
せ
た
の
だ
ろ
う
。
計
算
不
足
の
せ
い
か
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
、

台
座
や
光
背
に
も
手
抜
き
が
見
て
と
れ
る
。
納
衣
の
彫
り
か
た
一
つ
を
と
っ
て
も
青
臭
く
、
刀
さ

ば
き
の
至
る
と
こ
ろ
に
生
硬
さ
が
う
か
が
え
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
像
に
は
そ
れ
が
あ
っ
た
。

仏
と
し
て
人
間
に
仰
が
れ
る
に
足
る
な
に
か
。

仏
と
し
て
人
間
を
慰
む
る
に
足
る
な
に
か
。

―
―

慈
悲
。

こ
の
仏
に
ふ
さ
わ
し
い
形
容
を
何
日
も
思
い
あ
ぐ
ね
た
末
、
潔
は
こ
の
二
字
に
帰
着
し
た
。
格

別
に
美
し
い
わ
け
で
は
な
い
。
技
巧
に
秀
で
て
い
る
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
仏
は
温
か
い
。

と
こ
し
え
の
慈
し
み
を
そ
の
目
に
、
唇
に
た
た
え
て
い
る
。
ど
う
す
れ
ば
こ
ん
な
面
が
彫
れ
る
の

か
？恐

ら
く
は
偶
然
だ
。
ど
ん
な
仏
師
も
一
生
に
一
度
く
ら
い
は
己
を
超
え
た
面
を
彫
る
。
け
れ
ど

も
そ
こ
で
刀
を
置
く
こ
と
が
で
き
ず
に
さ
ら
な
る
手
を
加
え
、
な
に
も
か
も
だ
い
な
し
に
し
て
し

ま
う
。
し
か
し
、
こ
の
仏
師
は
踏
み
と
ど
ま
っ
た
。
自
ら
の
手
が
成
し
た
と
は
と
う
て
い
思
え
な

い
な
に
か
を
宿
ら
せ
た
仏
と
向
か
い
あ
う
怖
気
に
耐
え
ぬ
い
た
。
そ
の
恐
る
べ
き
胆
力
に
潔
は
感

謝
し
た
。
何
百
年
も
前
に
奇
跡
を
起
こ
し
た
彼
の
お
か
げ
で
、
自
分
は
今
、
こ
の
仏
に
こ
れ
ほ
ど

ま
で
に
慰
め
ら
れ
て
い
る
。

感
謝
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
一
方
で
猛
然
と
嫉
妬
し
た
。
た
い
し
た
腕
も
な
く
、
儀
軌
に
も
う

と
く
、
真
手
の
印
相
を
誤
る
よ
う
な
へ
ま
を
や
ら
か
す
仏
師
へ
の
羨
望
に
苛
ま
れ
た
。
恐
ら
く
は

生
涯
パ
ッ
と
せ
ず
、
歴
史
に
な
ん
の
名
も
残
さ
ず
に
消
え
た
貧
乏
仏
師
。
し
か
し
な
に
は
と
も
あ

れ
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
仏
像
を
、
少
な
く
と
も
一
体
は
こ
の
世
に
遺
し
た
の
だ
。

「
俺
に
は
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
」

い
つ
の
日
か
ら
か
、
暗
く
湿
っ
た
堂
内
で
ひ
と
り
、
胴
か
ら
上
を
横
た
え
た
不
空
羂
索
像
に
語

り
か
け
る
の
が
潔
の
日
課
と
化
し
て
い
た
。

「
俺
に
は
、
魂
を
宿
す
に
値
す
る
仏
が
、
ど
う
し
て
も
彫
れ
な
か
っ
た
」

美
大
で
彫
仏
を
学
ん
で
い
た
当
時
を
ふ
り
か
え
る
た
び
、
潔
は
そ
れ
こ
そ
魂
を
抜
か
れ
た
器
の

よ
う
に
な
る
。

大
学
で
の
潔
は
優
秀
だ
っ
た
。
彼
が
彫
り
あ
げ
た
木
像
は
い
ず
れ
も
高
い
評
価
を
得
た
。
巧
み

で
な
め
ら
か
な
刀
さ
ば
き
は
他
学
生
の
追
随
を
許
さ
ず
、
教
師
陣
か
ら
も
特
別
視
さ
れ
て
い
た
。

ど
い
つ
も
こ
い
つ
も
騙
さ
れ
や
が
っ
て…

…

と
、
し
か
し
、
潔
は
ほ
め
ら
れ
る
た
び
に
憤
っ
て
い

た
の
だ
。

「
俺
は
た
し
か
に
巧
い
。
器
用
だ
。
見
目
の
い
い
、
つ
る
つ
る
の
像
を
彫
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
だ
。

俺
だ
け
は
俺
に
騙
さ
れ
な
か
っ
た
」

新
た
な
像
に
着
手
す
る
た
び
に
潔
は
懊
悩
し
、
完
成
さ
せ
る
た
び
に
落
胆
し
た
。
そ
の
絶
望
の
深

さ
を
知
る
の
も
ま
た
自
分
だ
け
だ
った
。
大
学
二
年
の
秋
、
潔
は
突
然
、
大
学
に
退
学
届
を
提
出
し

た
。
仏
像
修
復
師
と
し
て
働
く
松
浦
の
姿
を
と
あ
る
雑
誌
の
記
事
で
目
に
し
た
の
は
、
失
意
の
冬
の

只
中
の
こ
と
だ
。

潔
は
た
だ
ち
に
京
都
へ
駆
け
つ
け
た
。
両
親
に
無
断
で
大
学
を
や
め
た
彼
は
い
ず
れ
に
し
て
も
勘

当
同
然
の
身
の
上
だ
っ
た
。

「
こ
れ
だ
、
と
思
っ
た
。
俺
は
仏
師
に
は
な
れ
な
い
。
な
に
か
が
ど
う
し
て
も
足
り
な
い
。
し
か
し
、

修
復
師
と
し
て
仏
像
に
携
わ
る
こ
と
な
ら
で
き
る
」

子
供
の
頃
か
ら
乗
り
物
よ
り
も
怪
獣
よ
り
も
仏
像
に
心
惹
か
れ
た
彼
に
残
さ
れ
た
、
そ
れ
が
最
後

の
砦
だ
っ
た
。

「
こ
の
手
で
仏
像
を
彫
れ
な
い
の
な
ら
、
ど
こ
か
の
誰
か
が
彫
っ
た
仏
像
を
こ
の
手
で
救
い
た
い
。

劣
化
し
た
木
材
。
風
化
し
た
彫
刻
。
み
じ
め
な
仏
を
こ
の
手
で
原
型
の―

い
や
、
原
型
以
上
の
美
し

い
姿
に
し
て
や
り
た
い
」

仏
師
へ
の
道
に
挫
折
し
た
自
ら
の
み
じ
め
さ
を
、
潔
は
知
ら
ず
し
ら
ず
眼
前
の
仏
に
重
ね
て
い
る
。

梵
鐘
び
い
き
の
村
人
ど
も
か
ら
こ
け
に
さ
れ
て
い
る
不
空
羂
索―

。

「
俺
が
直
し
て
や
る
。
ど
こ
の
ど
い
つよ
り
も
美
し
い
像
に
し
て
や
る
。
誰
も
が
地
面
に
ひ
れ
伏
し

て
拝
ま
ず
に
い
ら
れ
な
い
最
高
の
仏
に…

…

」

心
か
ら
の
哀
れ
み
を
こ
め
て
つ
ぶ
や
く
と
き
だ
け
、
潔
は
こ
の
超
越
的
存
在
を
超
越
し
た
か
の
よ

う
な
、
罰
当
た
り
な
錯
覚
に
酔
い
し
れ
る
の
だ
。

「
直
し
て
や
る
。
俺
が
。
完
璧
に
。
必
ず
こ
の
手
で…

…

」

そ
の
錯
覚
は
彼
に
言
い
し
れ
ぬ
感
動
を
与
え
た
。
時
と
し
て
彼
は
唇
を
震
わ
せ
、
時
と
し
て
瞳
に

涙
し
た
。

憎
悪
す
べ
き
は
鐘
の
音
だ
っ
た
。

ど
こ
か
の
誰
か
が
い
た
ず
ら
に
鐘
を
鳴
ら
す
た
び
、
潔
の
感
動
は
断
ち
切
ら
れ
る
。
そ
し
て
漆
に

か
ぶ
れ
た
肌
の
む
ず
痒
さ
を
思
い
だ
し
、
血
ま
み
れ
に
な
る
ま
で
搔
き
む
し
り
た
く
な
る
の
だ
。

次のように解きます。

福岡県立高校入試問題の難問にチャレンジしよう！【国語】②

問五

[１]問われている内容と答え方の条件を確認する。

○問われている内容…傍線部「漆にかぶれた肌のむず痒さを思いだし、血まみれになるまで搔きむしりたくなるのだ」か
ら潔の気持ちを読み取る。

○答え方の条件…解答欄の下の「気持ち。」という語句に続くように、２５字以上、３５字以内で考えて書く。

[２]傍線部の内容について、潔の気持ちを本文中の叙述を基に読み取る。

○「漆にかぶれた肌のむず痒さを思いだし」

・【ここまでのあらすじ】の〈Ａ〉にあるように、漆は、仏像を修復する際の接着剤として用いるものであり、潔が漆にかぶれ始め

たのは、仏師への道に挫折して修復師となった十三年前からである。

⇒「漆にかぶれた肌のむず痒さ」は、〈Ｃ〉「仏師への道に挫折した自らのみじめさ」を象徴するものである。

・傍線部の前の部分を見ると、潔は〈Ｅ〉「罰当たりな錯覚に酔いしれ」、〈Ｆ〉「言いしれぬ感動」の中にいたが、〈Ｇ〉「鐘の音」

によって〈Ｈ〉「潔の感動は断ち切られる」とある。

⇒感動が断ち切られることによって現実の世界に引き戻された潔が思いだしのが、「漆にかぶれた肌のむず痒さ」である。

つまり、現実の世界に引き戻された潔は、〈Ｂ〉「絶望の深さを知る」ことになった〈Ｃ〉「仏師への道に挫折した自らのみじめ

さ」を思い起こす。

○「血まみれになるまで搔きむしりたくなる」

・〈Ｃ〉「自らのみじめさを、潔は知らずしらず眼前の仏に重ね」、仏を〈Ｄ〉「俺が直してやる。どこのどいつよりも美しい像にして

やる」という〈Ｅ〉「罰当たりな錯覚に酔いしれ」ている潔が、現実の世界に引き戻されることにより、〈Ｃ〉「自らのみじめさ」に

いらいらして、肌を「血まみれになるまで搔きむしりたくなる」のである。

[３][２]で読み取った内容をについて、答え方の条件に従って解答を書く。

○指定された字数〔２５字以上、３５字以内〕に合うように調整し、解答欄の下の「気持ち。」という語句に続く
ように書く。

（答）（例）仏師への道に挫折した絶望の深さを思い起こし、自らのみじめさに
いら立つ（気持ち。）〔3４字〕

〈Ａ〉

複数の叙述を結び付け、叙述を根拠に
内容を読み取ろう。

ポイント

〈Ｂ〉

〈Ｃ〉〈Ｄ〉〈Ｅ〉〈Ｆ〉〈Ｇ〉

〈Ｈ〉



次
は
、
『
荘
子
』
と
い
う
書
物
に
あ
る
話
【
Ａ
】
と
、
そ
の
現
代
語
訳
【
Ｂ
】
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
後
の
各

問
に
答
え
よ
。
句
読
点
等
は
字
数
と
し
て
数
え
る
こ
と
。

【
Ａ
】

荘
周
、
家
貧
な
り
。
ゆ
ゑ
に
往
き
て
粟
を
監
河
侯
に
貸
る
。
監
河
侯
曰
く
、
諾
。
我
将
に
邑
金
を
得
ん
と
す
。
将
に
子

に
三
百
金
を
貸
さ
ん
と
す
、
可
な
ら
ん
か
、
と
。
荘
周
、
忿
然
と
し
て
色
を
作
し
て
曰
く
、
周
、
昨
来
る
と
き
、
中
道
に

し
て
呼
ぶ
者
有
り
。
周
、
顧
視
す
れ
ば
、
車
轍
中
に
鮒
魚
有
り
。
周
、
之
に
問
ひ
て
曰
く
、
鮒
魚
来
れ
、
子
は
何
為
る
者

ぞ
や
、
と
。
対
へ
て
曰
く
、
我
は
東
海
の
波
臣
な
り
。
君
豈
に
斗
升
の
水
有
り
て
我
を
活
か
さ
ん
か
、
と
。
周
曰
く
、
諾
。

我
且
に
南
の
か
た
呉
越
の
王
に
遊
ば
ん
と
す
。
西
江
の
水
を
激
し
て
子
を
迎
へ
ん
、
可
な
ら
ん
か
、
と
。
鮒
魚
、
忿
然
と

し
て
色
を
作
し
て
曰
く
、
吾
は
我
が
常
与
を
失
ひ
、
我
、
処
る
所
無
し
。
吾
、
斗
升
の
水
を
得
ば
然
も
活
き
ん
の
み
。
君

乃
ち
此
を
言
ふ
。
曽
ち
早
く
我
を
枯
魚
の
肆
に
索
め
ん
に
は
如
か
ず
、
と
。

（
注
）
荘
周…

中
国
の
戦
国
時
代
の
思
想
家
。

監
河
侯…

河
川
の
水
利
を
監
督
す
る
役
人
。

三
百
金…

黄
金
三
百
斤
。
一
斤
は
六
〇
〇
グ
ラ
ム
に
当
た
る
。

斗
升…

一
斗
は
一
升
の
十
倍
で
、
一
八
・
〇
三
九
リ
ッ
ト
ル
に
当
た
る
。

呉
越…

呉
の
国
と
越
の
国
。

【
Ｂ
】

荘
周
は
家
が
貧
し
く
食
糧
に
困
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
監
河
侯
の
と
こ
ろ
へ
出
か
け
て
ゆ
き
食
糧
を
借
り
よ
う
と
し
た
。

す
る
と
監
河
侯
が
言
っ
た
、
「
よ
ろ
し
い
と
も
。
私
は
近
々
、
領
地
か
ら
の
租
税
が
手
に
は
い
る
は
ず
に
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
ら
三
百
金
ほ
ど
貸
し
て
さ
し
あ
げ
よ
う
。
そ
れ
で
よ
い
か
な
。
」
と
。
こ
れ
を
聞
く
と
、
荘
周
は
む
っ
と
し
て

顔
色
を
変
え
て
言
っ
た
、
「
私
が
昨
日
こ
こ
へ
来
る
途
中
、
道
で
私
を
呼
び
と
め
る
者
が
あ
っ
た
。
あ
た
り
を
見
ま
わ
す

と
車
輪
の
跡
の
水
た
ま
り
に
鮒
が
い
た
。
私
が
『
鮒
よ
、
ど
う
し
た
の
か
ね
。
』
と
た
ず
ね
た
。
私
は
東
海
の
小
臣
で
す
。

ど
う
か
少
し
ば
か
り
の
水
で
結
構
で
す
か
ら
、
も
っ
て
き
て
私
を
助
け
て
く
だ
さ
い
。
と
答
え
て
言
っ
た
。
私
が
『
よ
ろ

し
い
と
も
。
私
は
こ
れ
か
ら
南
方
の
呉
越
の
王
の
と
こ
ろ
に
行
く
と
こ
ろ
だ
。
蜀
江
の
川
水
を
押
し
流
し
て
お
前
を
迎
え

て
や
ろ
う
。
そ
れ
で
ど
う
か
な
。
』
と
言
っ
た
。
鮒
は
む
っ
と
し
た
顔
つ
き
を
し
て
言
っ
た
も
の
で
す
、
『
私
は
な
く
て

は
な
ら
な
い
水
を
今
失
っ
て
い
る
の
で
、
い
る
場
所
が
な
い
の
で
す
。
私
は
た
だ
一
斗
か
一
升
ほ
ど
の
水
さ
え
得
ら
れ
た

ら
生
き
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
あ
な
た
が
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
、
い
っ
そ
さ
っ
さ
と
乾
物
屋
の
店
先
に

で
も
行
っ
て
私
を
見
つ
け
ら
れ
た
ら
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
』
と
ね
。
」

（
注
）
乾
物
屋…

乾
し
た
食
品
を
売
る
店
。

（
『
新
釈
漢
文
大
系

第
８
巻

荘
子
（
下
）
』
に
よ
る
。
一
部
改
変
）

問
五

次
の

の
中
は
、
【
Ａ
】
、
【
Ｂ
】
を
読
ん
だ
堤
さ
ん
と
小
島
さ
ん
と
先
生
が
、
会
話
を
し
て
い
る
場
面
で

あ
る
。

堤
さ
ん

【
Ａ
】
の
「
曽
ち
早
く
我
を
枯
魚
の
肆
に
索
め
ん
に
は
如
か
ず
」
と
い
う
鮒
の
言
葉
は
、
遠
回
し
に

言
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
「

」
を
も
ら
わ
な
い
と
干
か
ら
び
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
な
の
で
す
ね
。

小
島
さ
ん

な
る
ほ
ど
。
【
Ａ
】
で
は
、
「

」
を
荘
周
に
、
「

」
を
鮒
に
そ
れ
ぞ
れ
置
き
換
え
て
、

例
え
話
を
進
め
て
い
ま
す
。
監
河
侯
と
い
う
職
が
水
利
を
監
督
す
る
仕
事
で
あ
る
こ
と
に
関
連
し
て
、

鮒
を
用
い
る
巧
み
な
例
え
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

先
生

そ
う
で
す
ね
。
『
荘
子
』
は
、
日
本
の
古
典
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
【
Ａ
】
は
、
日

本
の
古
典
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
中
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
「
後
の
千
金
の
事
」
と
い
う
題
で
話
が

ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

堤
さ
ん

【
Ａ
】
と
「
後
の
千
金
の
事
」
と
で
は
、
内
容
に
何
か
違
い
は
あ
る
の
で
す
か
。

先
生

例
え
や
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
千
金
が
入
っ
た
ら
さ
し
あ
げ
よ
う
と
監
河
侯
が
言
う
と
、
鮒
の

例
え
の
後
に
荘
周
が
「
今
日
の
命
、
物
食
は
ず
は
生
く
べ
か
ら
ず
。
後
の
千
の
金
さ
ら
に
益
な
し
」
と

言
っ
た
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

小
島
さ
ん

特
に
「
後
の
千
の
金
さ
ら
に
益
な
し
」
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
鮒
の
例
え
で
も
荘
周
の
逸
話
で
も

共
通
し
て
言
い
た
い
こ
と
は
、

と
い
う
こ
と
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。

先
生

二
人
と
も
、
例
え
話
に
着
目
し
て
、
【
Ａ
】
の
内
容
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
ね
。

ウ

イ

ア

エ

三

、

、

に
入
る
語
句

と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
６

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
番
号
を
書
け
。

１

荘
周

２

監
河
侯

３

三
百
金

４

鮒
魚

５

斗
升
の
水

６

西
江
の
水

に
入
る
内
容
を
、
十
字
以
上
、

十
五
字
以
内
で
考
え
て
書
け
。

(1)(2)

ウ

イ

ア

や
や
難
イ
、ウ

難

エ

10

15

ウ イ ア



次のように解きます。

福岡県立高校入試問題の難問にチャレンジしよう！【国語】③

問五（１）空欄アの解き方は省略

問五（１）空欄イ、ウ

[１]問われている内容を確認する。

○【Ａ】の例え話で、荘周、鮒にそれぞれ置き換えているものを読み取る。

[２]例え話で置き換えられているものを、現代語訳を参考に読み取る。

○前半・・・荘周と監河侯の話
（荘周の逸話）

○後半・・・荘周と鮒の話
（鮒の例え）

（答）５

古典の原文で述べられている
内容を、現代語訳を参考にして、
登場人物を整理しながら読み取
ろう。また、登場人物を整理する
際は、それぞれの登場人物を表
す語句に印を付けてみよう。

ポイント

（答）イ：２

鮒

（答）ウ：１

家が貧しく食糧に困っていた。

車輪の跡の水たまり（ほとんど
水がない場所）にいた。

食糧を借りよう

近々、領地からの租税が入ったら三百金ほど貸そう

むっと顔色を変えた

少しの水でいいので、もって来て助けてください

これから南方に行くので、川水を押し流してやろう

むっとした顔つきをした

次のように解きます。

問五（２）空欄エ

[１]問われている内容と答え方の条件を確認する。

○問われている内容…鮒の例え、荘周の逸話で共通して言いたいことを読み取る。
○答え方の条件…１０字以上、１５字以内で考えて書く。

[２]まず、鮒の例え、荘周の逸話のそれぞれで言いたいことを読み取る。

○鮒、荘周がそれぞれむっとしている内容を基に、言いたいことを読み取る。
・鮒（後半）…今水がほしいのに、南方に行った後に川水を押し流してやろうと言われた⇒今水をもわらないと干からびてしまう。
・荘周（前半）…今食糧がなくて困っているのに、近々租税が手に入ったら大金を貸してあげようと言われた

⇒後で大金をもらっても役に立たない。

[３][２]で読み取った言いたいことの共通点について、答え方の条件に従って解答を書く。

○指定された字数〔１０字以上、１５字以内〕に合うように調整し、
空欄エの後の語句に続くように書く。

（答）（例）間に合わない援助では
意味がない〔１４字〕

現代語訳を参考に、例
えと逸話が言いたいこと
をそれぞれ整理した上で、
共通して言いたいことを
読み取ろう。

ポイント

【
Ａ
】

荘
周
、
家
貧
な
り
。
ゆ
ゑ
に
往
き
て
粟
を
監
河
侯
に
貸
る
。
監
河
侯
曰
く
、
諾
。
我
将
に
邑
金
を
得
ん
と
す
。
将
に
子

に
三
百
金
を
貸
さ
ん
と
す
、
可
な
ら
ん
か
、
と
。
荘
周
、
忿
然
と
し
て
色
を
作
し
て
曰
く
、
周
、
昨
来
る
と
き
、
中
道
に

し
て
呼
ぶ
者
有
り
。
周
、
顧
視
す
れ
ば
、
車
轍
中
に
鮒
魚
有
り
。
周
、
之
に
問
ひ
て
曰
く
、
鮒
魚
来
れ
、
子
は
何
為
る
者

ぞ
や
、
と
。
対
へ
て
曰
く
、
我
は
東
海
の
波
臣
な
り
。
君
豈
に
斗
升
の
水
有
り
て
我
を
活
か
さ
ん
か
、
と
。
周
曰
く
、
諾
。

我
且
に
南
の
か
た
呉
越
の
王
に
遊
ば
ん
と
す
。
西
江
の
水
を
激
し
て
子
を
迎
へ
ん
、
可
な
ら
ん
か
、
と
。
鮒
魚
、
忿
然
と

し
て
色
を
作
し
て
曰
く
、
吾
は
我
が
常
与
を
失
ひ
、
我
、
処
る
所
無
し
。
吾
、
斗
升
の
水
を
得
ば
然
も
活
き
ん
の
み
。
君

乃
ち
此
を
言
ふ
。
曽
ち
早
く
我
を
枯
魚
の
肆
に
索
め
ん
に
は
如
か
ず
、
と
。

【
Ｂ
】

荘
周
は
家
が
貧
し
く
食
糧
に
困
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
監
河
侯
の
と
こ
ろ
へ
出
か
け
て
ゆ
き
食
糧
を
借
り
よ
う
と
し
た
。

す
る
と
監
河
侯
が
言
っ
た
、
「
よ
ろ
し
い
と
も
。
私
は
近
々
、
領
地
か
ら
の
租
税
が
手
に
は
い
る
は
ず
に
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
ら
三
百
金
ほ
ど
貸
し
て
さ
し
あ
げ
よ
う
。
そ
れ
で
よ
い
か
な
。
」
と
。
こ
れ
を
聞
く
と
、
荘
周
は
む
っ
と
し
て

顔
色
を
変
え
て
言
っ
た
、
「
私
が
昨
日
こ
こ
へ
来
る
途
中
、
道
で
私
を
呼
び
と
め
る
者
が
あ
っ
た
。
あ
た
り
を
見
ま
わ
す

と
車
輪
の
跡
の
水
た
ま
り
に
鮒
が
い
た
。
私
が
『
鮒
よ
、
ど
う
し
た
の
か
ね
。
』
と
た
ず
ね
た
。
私
は
東
海
の
小
臣
で
す
。

ど
う
か
少
し
ば
か
り
の
水
で
結
構
で
す
か
ら
、
も
っ
て
き
て
私
を
助
け
て
く
だ
さ
い
。
と
答
え
て
言
っ
た
。
私
が
『
よ
ろ

し
い
と
も
。
私
は
こ
れ
か
ら
南
方
の
呉
越
の
王
の
と
こ
ろ
に
行
く
と
こ
ろ
だ
。
蜀
江
の
川
水
を
押
し
流
し
て
お
前
を
迎
え

て
や
ろ
う
。
そ
れ
で
ど
う
か
な
。
』
と
言
っ
た
。
鮒
は
む
っ
と
し
た
顔
つ
き
を
し
て
言
っ
た
も
の
で
す
、
『
私
は
な
く
て

は
な
ら
な
い
水
を
今
失
っ
て
い
る
の
で
、
い
る
場
所
が
な
い
の
で
す
。
私
は
た
だ
一
斗
か
一
升
ほ
ど
の
水
さ
え
得
ら
れ
た

ら
生
き
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
あ
な
た
が
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
、
い
っ
そ
さ
っ
さ
と
乾
物
屋
の
店
先
に

で
も
行
っ
て
私
を
見
つ
け
ら
れ
た
ら
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
』
と
ね
。
」

荘周 監河侯

荘周

荘周の逸話と鮒の例えにおける対応関係

荘周の逸話 鮒の例え

監河侯 荘周

荘周 鮒魚

粟（食糧） 斗升の水

三百金 西江の水


