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二
〇
二
三
年
度
総
合
型
入
試
問
題
（
日
本
語
・
日
本
文
学
科
） 

 
・
次
の
タ
イ
プ
１
・
２
の
、
い
ず
れ
か
を
選
ん
で
、
課
題
文
を
作
成
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
課
題
文
に
は
表
紙
を
付
け
、
選
択
し
た
タ
イ
プ
・
氏
名
・
課
題
文
の
タ
イ
ト
ル
（
タ
イ
プ
１
の
場
合
は
「
心
」、

タ
イ
プ
２
の
場
合
は
（
１
）『
平
家
物
語
』
と
し
、（
２
）
に
自
由
な
タ
イ
ト
ル
）・
総
字
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。 

  

タ
イ
プ
１  

〔
課
題
〕
次
の
文
章
は
夏
目
漱
石
「
心
」（『
永
日
小
品
』
よ
り
）
の
全
文
で
す
。
よ
く
読
ん
で
、
こ
の
小
説
の

続
き
を
自
由
に
創
作
し
な
さ
い
（
お
お
よ
そ
二
〇
〇
〇
～
四
〇
〇
〇
字
前
後
）。 

  

二
階
の
手
摺

て

す

り

に
湯
上
り
の
手
拭

て
ぬ
ぐ
い

を
懸か

け
て
、
日
の
目
の
多
い
春
の
町
を
見
下
す
と
、
頭
巾
を
被か

む

っ
て
、
白

い
髭ひ

げ

を
疎ま

ば

ら
に
生
や
し
た
下
駄

げ

た

の
歯＊

入
が
垣
の
外
を
通
る
。
古
い
鼓

つ
づ
み

を
天
秤

て
ん
び
ん

棒ぼ
う

に
括く

く

り
附
け
て
、
竹
の
へ

ら
で
か
ん
か
ん
と
敲た

た

く
の
だ
が
、
そ
の
音
は
頭
の
中
で
不
図

ふ

と

思
い
出
し
た
記
憶
の
様
に
、
鋭
い
く
せ
に
、

何
所

ど

こ

か
気
が
抜
け
て
い
る
。
爺
さ
ん
が
筋す

じ

向
む
こ
う

の
医
者
の
門
の
傍わ

き

へ
来
て
、
例
の
冴さ

え
損そ

こ

な
っ
た
春
の
鼓
を

か
ん
と
打
つ
と
、
頭
の
上
に
真
白
に
咲
い
た
梅
の
中
か
ら
、
一
羽
の
小
鳥
が
飛
び
出
し
た
。
歯
入
は
気
が
附

か
ず
に
、
青
い
竹
垣
を
な＊

ぞ
え
に
向

む
こ
う

の
方
へ
廻
り
込
ん
で
見
え
な
く
な
っ
た
。
鳥
は
一

搏

ひ
と
は
ば
た
き

に
手
摺
の
下

ま
で
飛
ん
で
来
た
。
し
ば
ら
く
は
柘
榴

ざ

く

ろ

の
細
枝
に
留と

ま

っ
て
い
た
が
、
落
ち
附
か
ぬ
と
見
え
て
、
二
三
度
身
振

を
易か

え
る
拍
子
に
、
不
図
欄
干
に
倚よ

り
掛
っ
て
い
る
自
分
の
方
を
見
上
げ
る
や
否い

な

や
、
ぱ
っ
と
立
っ
た
。
枝

の
上
が
煙け

む

る
如ご

と

く
に
動
い
た
と
思
っ
た
ら
、
小
鳥
は
も
う
綺
麗
な
足
で
手
摺
の
桟さ

ん

を
踏
ま
え
て
い
る
。 

 

ま
だ
見
た
事
の
な
い
鳥
だ
か
ら
、
名
前
を
知
ろ
う
筈は

ず

は
な
い
が
、
そ
の
色
合
が
著

い
ち
じ

る
し
く
自
分
の
心
を

動
か
し
た
。

鶯
う
ぐ
い
す

に
似
て
少
し
渋
味

し

ぶ

み

の
勝
っ
た
翼

つ
ば
さ

に
、
胸
は
燻く

す

ん
だ
、
煉
瓦

れ

ん

が

の
色
に
似
て
、
吹
け
ば
飛
び

そ
う
に
、
ふ
わ
つ
い
て
い
る
。
そ
の
辺

あ
た
り

に
は
柔

や
わ
ら

か
な
波
を
時
々
打
た
し
て
、
凝じ

つ

と
大
人

お

と

な

し
く
し
て
い
る
。

怖お
ど

す
の
は
罪
だ
と
思
っ
て
、
自
分
も
し
ば
ら
く
、
手
摺
に
倚
っ
た
ま
ま
、
指
一
本
も
動
か
さ
ず
に
辛
抱

し
ん
ぼ
う

し
て

い
た
が
、
存
外
鳥
の
方
は
平
気
な
よ
う
な
の
で
、
や
が
て
思
い
切
っ
て
、
そ
っ
と
身
を
後

う
し
ろ

へ
引
い
た
。
同

時
に
鳥
は
ひ
ら
り
と
手
摺
の
上
に
飛
び
上
が
っ
て
、
す
ぐ
と
眼
の
前
に
来
た
。
自
分
と
鳥
の
間
は
僅わ

ず

か
一
尺

程
に
過
ぎ
な
い
。
自
分
は
半な

か

ば
無
意
識
に
右
手

め

て

を
美
し
い
鳥
の
方
に
出
し
た
。
鳥
は
柔
か
な
翼
と
、
華
奢

き
ゃ
し
ゃ

な

足
と
、

漣
さ
ざ
な
み

の
打
つ
胸
の
凡す

べ

て
を
挙
げ
て
、
そ
の
運
命
を
自
分
に
託た

く

す
る
も
の
の
如
く
、
向
う
か
ら
わ
が
手

の
中
に
、
安
ら
か
に
飛
び
移
っ
た
。
自
分
は
そ
の
時
丸
味
の
あ
る
頭
を
上
か
ら
眺な

が

め
て
、
こ
の
鳥
は…

…

と

思
っ
た
。
然し

か

し
こ
の
鳥
は…

…

の
後あ

と

は
ど
う
し
て
も
思
い
出
せ
な
か
っ
た
。
た
だ
心
の
底
の
方
に
そ
の
後
が

潜ひ
そ

ん
で
い
て
、
総
体
を
薄う

す

く
暈ぼ

か

す
様
に
見
え
た
。
こ
の
心
の
底
一
面
に
煮に

染じ

ん
だ
も
の
を
、
あ
る
不
可
思
議

の
力
で
、
一
所

ひ
と
と
こ
ろ

に
集
め
て
判
然

は
っ
き
り

と
熟
視
し
た
ら
、
そ
の
形
は
、—

や
っ
ぱ
り
こ
の
時
、
こ
の
場
に
、
自

分
の
手
の
う
ち
に
あ
る
鳥
と
同
じ
色
の
同
じ
物
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
自
分
は
直

た
だ
ち

に
籠か

ご

の
中
に
鳥
を
入

れ
て
、
春
の
日
影

ひ

か

げ

の
傾
く
ま
で
眺
め
て
い
た
。
そ
う
し
て
こ
の
鳥
は
ど
ん
な
心
持

こ
こ
ろ
も
ち

で
自
分
を
見
て
い
る
だ

ろ
う
か
と
考
え
た
。 
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や
が
て
散
歩
に
出
た
。
欣＊

々
然
と
し
て
、
あ
て
も
な
い
の
に
、
町
の
数
を
い
く
つ
も
通
り
越
し
て
、
賑

に
ぎ
や

か
な
往
来

お
う
ら
い

を
行ゆ

け
る
所
ま
で
行い

っ
た
ら
、
往
来
は
右
へ
折
れ
た
り
左
へ
曲
っ
た
り
し
て
、
知
ら
な
い
人
の
後あ

と

か
ら
、
知
ら
な
い
人
が
い
く
ら
で
も
出
て
来
る
。
い
く
ら
歩
い
て
も
賑
か
で
、
陽
気
で
、
楽
々
し
て
い
る
か

ら
、
自
分
は
何
処

ど

こ

の
点
で
世
界
と
接
触
し
て
、
そ
の
接
触
す
る
と
こ
ろ
に
一
種
の
窮
屈

き
ゅ
う
く
つ

を
感
ず
る
の
か
、

殆
ほ
と
ん

ど
想
像
も
及
ば
な
い
。
知
ら
な
い
人
に
幾い

く

千
人
と
な
く
出
逢

で

あ

う
の
は
嬉う

れ

し
い
が
、
た
だ
嬉
し
い
だ
け
で
、

そ
の
嬉
し
い
人
の
眼
附

め

つ

き

も
鼻
附

は
な
つ
き

も
頓と

ん

と
頭
に
映
ら
な
か
っ
た
。
す
る
と
何
処

ど

こ

か
で
、
宝＊

鈴
が
落
ち
て
廂

ひ
さ
し

瓦
が
わ
ら

に
当
る
様
な
音
が
し
た
の
で
、
は
っ
と
思
っ
て
向
う
を
見
る
と
、
五
六
間け

ん

先
の
小
路

こ

う

じ

の
入
口
に
一
人
の
女
が

立
っ
て
い
た
。
何
を
着
て
い
た
か
、
ど
ん
な
髷ま

げ

に
結ゆ

っ
て
い
た
か
、
殆ほ

と

ん
ど
分
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
眼
に
映

っ
た
の
は
そ
の
顔
で
あ
る
。
そ
の
顔
は
、
眼
と
云
い
、
口
と
云
い
、
鼻
と
云
っ
て
、
離
れ
離
れ
に
叙
述
す
る

事
の
む
ず
か
し
い―

否
、
眼
と
口
と
鼻
と
眉
と
額
と
一
所
に
な
っ
て
、
た
っ
た
一
つ
自
分
の
為
に
作
り
上

げ
ら
れ
た
顔
で
あ
る
。
百
年
の
昔
か
ら
此
処

こ

こ

に
立
っ
て
、
眼
も
鼻
も
口
も
ひ
と
し
く
自
分
を
待
っ
て
い
た
顔

で
あ
る
。
百
年
の
後の

ち

ま
で
自
分
を
従
え
て
何
処
ま
で
も
行
く
顔
で
あ
る
。
黙
っ
て
物
を
云
う
顔
で
あ
る
。
女

は
黙
っ
て
後

う
し
ろ

を
向
い
た
。
追お

い

附つ

い
て
み
る
と
、
小
路
と
思
っ
た
の
は
露＊

次
で
、
不＊

断
の
自
分
な
ら
躊
躇

ち
ゅ
う
ち
ょ

す

る
位
に
細
く
て
薄
暗
い
。
け
れ
ど
も
女
は
黙
っ
て
そ
の
中
へ
這
入

は

い

っ
て
行
く
。
黙
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
自

分
に
後あ

と

を
跟つ

け
て
来
い
と
云
う
。
自
分
は
身
を
穿す

ぼ

め
る
様
に
し
て
、
露
次
の
中
に
這
入
っ
た
。 

 

黒
い
暖
簾

の

れ

ん

が
ふ
わ
ふ
わ
し
て
い
る
。
白
い
字
が
染
抜

そ

め

ぬ

い
て
あ
る
。
そ
の
次
に
は
頭
を
掠か

す

め
る
位
に
軒け

ん

燈と
う

が

出
て
い
た
。
真
中
に
三＊

階
松
が
書
い
て
下
に
本も

と

と
あ
っ
た
。
そ
の
次
に
は
硝
子

ガ

ラ

ス

の
箱
に
軽
焼

か
る
や
き

の
霰

あ
ら
れ

が
詰
っ

て
い
た
。
そ
の
次
に
は
軒の

き

の
下
に
、
更
紗

さ

ら

さ

の
小
片

こ

ぎ

れ

を
五
つ
六
つ
四
角
な
枠
の
中
に
並
べ
た
の
が
懸か

け
て
あ
っ

た
。
そ
れ
か
ら
香
水
の
瓶び

ん

が
見
え
た
。
す
る
と
露
次
は
真
黒
な
土
蔵
の
壁
で
行
き
留ど

ま

っ
た
。
女
は
二
尺
程
前

に
居
た
。
と
思
う
と
、
急
に
自
分
の
方
を
振
り
返
っ
た
。
そ
う
し
て
急
に
右
へ
曲
っ
た
。
そ
の
時
自
分
の
頭

は
突
然
先
刻

さ

っ

き

の
鳥
の
心
持
に
変
化
し
た
。
そ
う
し
て
女
に
尾つ

い
て
、
す
ぐ
右
へ
曲
っ
た
。
右
へ
曲
る
と
、
前

よ
り
も
長
い
露
次
が
、
細
く
薄
暗
く
、
ず
っ
と
続
い
て
い
る
。
自
分
は
女
の
黙
っ
て
思し

惟い

す
る
ま
ま
に
、
こ

の
細
く
薄
暗
く
、
し
か
も
ず
っ
と
続
い
て
い
る
露
次
の
中
を
鳥
の
様
に
ど
こ
ま
で
も
跟つ

い
て
行
っ
た
。 

 

注 ＊ 

歯
入

は

い

れ―

下
駄
の
す
り
減
っ
た
歯
を
、
新
し
い
歯
に
入
れ
替
え
る
仕
事
を
す
る
人
。
鼓
を
打
ち
な
が
ら

行
商
し
て
い
た
。 

＊ 

な
ぞ
え―

な
な
め
に
、
の
意
。 

＊ 

欣
々

き
ん
き
ん

然ぜ
ん―

嬉
し
そ
う
に
、
う
き
う
き
と
し
た
様
子
で
。 

＊ 

宝
鈴―

こ
こ
で
は
、
寺
院
建
築
で
御
堂
の
軒
端
な
ど
に
吊
る
さ
れ
る
鈴
（
風
鐸
）
を
指
す
。 

＊ 

露
次―

露
地
に
同
じ
。
幅
の
狭
い
道
路
で
あ
る
「
小
路
」
に
対
し
、
更
に
そ
こ
か
ら
入
っ
た
、
家
と

家
と
の
間
の
狭
い
通
路
の
こ
と
。 

＊ 

不
断―

普
段
に
同
じ
。 

＊ 

三
階
松―

松
の
枝
葉
を
、
三
つ
重
ね
た
笠
の
よ
う
に
描
い
た
、
紋
所
の
図
案
。 
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タ
イ
プ
２  

〔
課
題
〕
『
平
家
物
語
』
を
題
材
に
し
て
、
紀
行
文
を
つ
く
り
な
さ
い
。 

 
（
１
） 
ま
ず
『
平
家
物
語
』
と
は
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
の
か
、
学
校
の
図
書
館
に
あ
る
書
籍
や
国
語
便

覧
な
ど
で
用
い
て
、
自
分
な
り
に
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
（
お
お
よ
そ
五
〇
〇
字
程
度
）。 

 

（
２
）『
平
家
物
語
』
に
は
日
本
全
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
が
で
て
き
ま
す
。
あ
な
た
は
ど
こ
に
行
っ
て
み
た

い
で
す
か
。
あ
な
た
が
興
味
の
あ
る
『
平
家
物
語
』
の
舞
台
と
な
っ
た
地
域
を
二
ヵ
所
～
三
ヵ
所
、
取

り
上
げ
て
、
そ
の
魅
力
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
土
地
だ
け
で
な
く
、
そ
の
土
地
に
か
か
わ
り
の

あ
る
人
物
に
注
目
し
て
も
よ
い
し
、
歴
史
的
事
件
を
取
り
扱
っ
て
も
構
い
ま
せ
ん
（
そ
れ
ぞ
れ
、
お
お

よ
そ
一
〇
〇
〇
字
程
度
）。 

 

〔
注
意
点
〕 

・
字
数
は
目
安
で
す
。（
１
）
と
（
２
）
を
合
わ
せ
て
、
お
お
よ
そ
二
〇
〇
〇
字
か
ら
四
〇
〇
〇
字
前
後
。 

・
書
式
は
自
由
で
す
。 

・
参
考
と
し
た
図
書
を
引
用
す
る
場
合
は
、
必
ず
、
自
分
の
こ
と
ば
と
の
差
異
が
わ
か
る
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
（
引
用
文
を
「 

」
で
括
る
、
改
行
・
段
下
げ
に
す
る
、
等
）。 

・
こ
の
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
参
考
と
し
た
図
書
な
ど
を
「
参
考
図
書
一
覧
」
と
し
て
最
後
に
つ

け
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、
参
考
の
解
答
例
の
よ
う
に
、
書
名
・
出
版
社
・
出
版
年
を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
「
参
考
図
書
一
覧
」
は
字
数
に
は
含
み
ま
せ
ん
。W

eb

サ
イ
ト
を
利
用
し
た
場
合
は
、U

R
L

と
最
終
閲
覧
日
を
記
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
か
ら
の
引
用
は
認
め
ま
せ
ん
。 

   

以
下
、（
２
）
の
解
答
例
を
示
し
ま
す
。
例
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
地
域
は
一
ヵ
所
の
み
で
す
が
、
実

際
の
解
答
で
は
〔
課
題
〕
に
あ
る
通
り
、
二
ヵ
所
～
三
ヵ
所
を
取
り
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。 

〔（
２
）
の
解
答
例
〕 

清
盛
と
福
原 

 

ま
ず
わ
た
し
は
現
在
の
兵
庫
県
神
戸
市
で
あ
る
「
福
原
」
に
行
っ
て
み
た
い
。
福
原
は
、
治
承
四
年
（
一

一
八
〇
）
に
平
清
盛
が
京
か
ら
都
を
移
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
平
清
盛
は
、
安
芸
（
広
島
）
や
、
播
磨
（
兵

庫
）
と
い
っ
た
瀬
戸
内
海
周
辺
の
国
々
の
国
守
を
務
め
て
お
り
、
安
芸
に
は
平
家
の
栄
華
の
象
徴
と
し
て
厳

島
神
宮
を
再
興
し
て
、
独
自
の
宗
教
的
基
盤
を
整
理
し
た
が
、
そ
れ
は
瀬
戸
内
海
の
交
易
上
の
利
権
が
、
平

家
と
の
強
固
な
地
盤
の
上
に
あ
る
こ
と
を
当
時
の
社
会
に
印
象
づ
け
る
行
為
で
も
あ
っ
た
。
瀬
戸
内
海
に

注
目
す
る
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
東
ア
ジ
ア
を
意
識
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
東
ア

ジ
ア
に
は
、
巨
大
な
経
済
圏
や
文
化
力
を
も
っ
た
国
々
が
あ
る
こ
と
を
清
盛
は
熟
知
し
て
い
た
と
思
う
。

『
平
家
物
語
』
の
中
に
も
息
子
の
重
盛
が
病
気
に
な
っ
た
時
に
、
宋
の
国
か
ら
来
た
医
師
に
治
療
を
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
章
段
（「
医
師
問
答
」）
が
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。 

『
平
家
物
語
』
の
「
都
遷
」
は
、
「
奈
良
炎
上
」
と
な
ら
び
、
清
盛
の
悪
行
の
極
ま
り
と
し
て
記
述
さ
れ

る
が
、
実
は
新
し
い
都
と
し
て
選
ぶ
に
は
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
わ
た
し
は
考
え



 

 

4 

た
。
経
済
的
な
利
点
を
考
え
て
の
遷
都
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
も
そ
も
遷
都
と
い
う
大
事
業
を
興
す
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
と
も
な
う
経
済
的
効
果
も
計
算
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。 

『
平
家
物
語
』「
筑
島
」
で
は
、
清
盛
が
、
福
原
に
港
を
築
く
う
え
で
、
人
柱
を
立
て
よ
う
と
す
る
公
卿

た
ち
の
古
め
か
し
い
迷
信
め
い
た
案
を
退
け
て
、「
経
の
島
」
を
築
く
物
語
が
記
さ
れ
る
。
経
の
島
は
『
平

家
物
語
』「
入
道
死
去
」
で
は
「
骨
を
ば
円
実
法
眼
頸
に
か
け
、
摂
津
国
へ
く
だ
り
、
経
の
島
に
ぞ
を
さ
め

け
る
」
と
あ
り
、
清
盛
自
身
の
墓
所
で
あ
っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。 

現
在
、
そ
の
島
は
残
っ
て
は
な
い
が
、
そ
の
事
跡
が
偲
ば
せ
る
「
築
島
寺
」
と
い
っ
た
場
が
残
さ
れ
て
い

る
。
東
の
鎌
倉
を
目
指
し
た
源
頼
朝
と
は
ま
た
逆
の
ベ
ク
ト
ル
を
も
っ
て
西
の
海
に
眼
を
向
け
た
清
盛
の

新
し
さ
を
想
う
地
と
し
て
の
魅
力
が
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
『
平
家
物
語
絵
巻
』
に
は
立
派
で
巨
大
な
唐
船
が

描
か
れ
て
い
る
が
、
あ
の
よ
う
な
巨
大
船
を
平
家
は
ど
こ
か
ら
手
に
入
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
海
外
か
ら
輸
入

し
た
の
だ
ろ
う
か
、
な
ど
い
ろ
い
ろ
と
考
え
が
派
生
し
て
い
く
地
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
も
、
海
の
向
こ
う

に
新
し
い
経
済
圏
・
文
化
圏
を
察
知
し
た
清
盛
の
先
見
性
と
行
動
力
に
何
ら
か
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
九
〇
〇
字
程
度
） 

 

「
参
考
図
書
一
覧
」 

・『
物
語
の
舞
台
を
歩
く 

平
家
物
語
』（
佐
伯
真
一
・
山
川
出
版
社
・
二
〇
〇
五
年
）。 

・『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

45 

平
家
物
語 

①
』（
市
古
貞
次
校
注
、
訳
・
小
学
館
・
一
九
九
四
年
）。 



2023 年６月 10 日（土） 

藤女子大学 進学説明会（文学部日本語・日本文学科） 

二
〇
二
四
年
度
入
試
・
六
月
の
進
学
説
明
会
・
総
合
型
入
試
体
験
談 

漱
石
と

A

さ
ん
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
～
「
心
」（『
永
日
小
品
』
よ
り
） 

 

A

さ
ん
は
、
漱
石
の
描
い
た
「
心
」
部
分
を
す
べ
て
〝
す
で
に
死
ん
だ
男
の
魂
の
世
界
〟
と
し
た
！ 

 

～
永
遠
に
続
く
春
の
一
日
と
し
て
の
、
死
の
世
界
か
ら
、
物
語
が
出
発
す
る------- 

   

・
彼
が
、
一
人
の
女
に
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
、
暗
い
露
次
に
入
っ
て
ゆ
く
と
、
水
が
、
ひ
た
ひ
た
と
、
足
元
を

濡
ら
し
始
め
、
膝
、
腰
、
つ
い
に
は
彼
の
全
身
を
水
底
に
沈
め
て
し
ま
う
。 

  

・
気
が
つ
く
と
、
彼
は
一
羽
の
黒
い
小
鳥
に
な
っ
て
い
る
。 

  

・
盆
提
灯
の
灯
る
幻
想
的
な
町
並
み
を
眼
下
に
眺
め
な
が
ら
、
彼
＝
小
鳥
は
、
鈴
の
音
に
誘
わ
れ
て
青
葉
を

繁
ら
せ
た
梅
の
木
に
ふ
と
止
ま
る
。 

  

・
見
上
げ
た
先
の
窓
辺
に
、
女
が
ひ
と
り
。
彼
女
は
、 

「
お
か
え
り
な
さ
い
」 

と
い
う
。 

  

・
突
然
、
彼
は
、
自
分
が
今
年
の
春
先
に
死
ん
で
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
悟
る
。（
漱
石
の
「
心
」
の
）
女

は
、
自
分
が
死
ん
だ
と
気
づ
か
ぬ
ま
ま
春
の
一
日
（「
死
の
世
界
」）
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
男
の
魂
を
救
う

た
め
に
、
小
鳥
と
な
っ
て
や
っ
て
き
た
の
だ
っ
た
（「
閉
じ
た
世
界
に
空
洞
を
開
け
た
」）。 

  

・
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
春
の
一
日
、
彼
の
魂
の
世
界
に
、
時
間
が
流
れ
始
め
る-------

。 



タイプⅡ レポート
2023年度過去問題集P4、P5参照

2023/06/10 進学説明会

日本語・日本文学科 平田英夫



タイプII レポート

• ある作品、文章、人物、地域、時代、テーマ等に関してレポー
トを作成する。

• 「～世紀の…について」のような比較的広いテーマが設定され
る。

• ※昨年度は、「『平家物語』を題材にして、あなたの紀行文を
つくろう。」

• 課題となる作品理解が重要。

• 教科書や国語便覧等の資料集、書籍、信頼できるインターネッ
ト情報などの活用による調査・資料解析・問題把握を期待。



問題（1）『平家物語』という作品について

・『平家物語』についての基本情報（時代背景や作品の成り立

ちや性質等）を把握する。作品理解を深め、（2）を記述する

ために用意された問いなので、自ら調べて書く。

→複数の書籍等を見て、まとめる。



問題（2）について ―基本的な注意点

・現代語訳付き『平家物語』を読もう。

→目次にあたる「章段」を見てみよう。

（P5の参考図書一覧、参照）

・『平家物語』の舞台をめぐる、といったテーマを持つ関連

書籍を読むのも有効。（P5の参考図書一覧、参照）

・自分が行ってみたい場所をリストアップする。

・物語上、どのような役割や特徴があるのかを把握する。

・場の持つ基本情報を集める。信頼できるネット情報も有効。

・原文を一部、引用して書くと印象がよくなる。



問題（2）について ―優れた解答を記述するために

・問題文と解答例をしっかり読む。何度も読もう。

→問題文と解答例には、書いておいて欲しい要素が網羅さ

れている。

・2023年度版は「魅力の紹介」といった点に、どのように対

応するのかが、ポイントでした。

→自分自身が、何に興味を持ってその場の魅力を紹介した

のか。具体性が大切。

→自分の考察を自在に書こう。



そのほか、注意すべき点

・参考資料を明記する。

→特にネットの引用元URLの記述を忘れないこと。

・日本語の文章をきちんと書く。

→段落に分けて書く。

→誤字脱字をなくす。

→文章を校正して、不自然な箇所を訂正する。

ほかの人が読んで理解できるようにしておく。

・『平家物語』を読んだテキストについて答えられるようにし

ておく。→面談の時に質問される可能性も。
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