
本 で 生 性 役 つ か た と 状 ネ 「 記 み 、 で が い た 戦

当 抱 き を 立 か け め つ で ッ 知 憶 、 あ し 来 つ い 争

に え る 磨 た な 離 の な あ ト の を 悲 え ま る の も の

欠 込 他 き な い れ 知 が り 空 〈 受 し て う か 日 の 記

か ん 者 、 い 」 た 恵 る 、 間 外 け み 言 と も か だ 憶

せ で を 身 も も 知 を た 対 内 部 継 を 葉 生 し ” が は

な し 理 体 の の ＝ 見 め し に 化 い 軽 に き れ 私 、 当

い ま 解 を で で 知 出 に て 身 〉 で 減 し る ま た そ 事

も う し 通 は あ 識 す 、 「 体 」 い さ て 希 せ ち れ 者

の 様 、 し な り や こ 自 〈 性 と く せ 他 望 ん の で 自

と 々 自 て い 、 技 と ら 知 の は こ る 者 す 」 記 も 身

な な 然 体 か 様 術 で の の 希 、 と こ と ら と 憶 K が

る 問 を 得 と 々 と あ 身 身 薄 人 が と 共 見 言 ” 神 そ

に 題 理 し 考 な い る 体 体 な 間 で が 有 出 う と 父 れ

違 を 解 た え 状 う 。 を 化 情 の き で す せ よ し が を

い 解 し 知 る 況 も 私 介 〉 報 主 る き る な う て 「 語

な 決 、 は 。 に の は し 」 が 体 。 、 こ く に 語 私 る

い に 私 、 一 対 は 、 て と 大 ・ さ と な 、 る ひ に

。 導 た 現 方 処 文 自 他 は 量 身 ら で る 一 こ と は

く ち 実 、 す 字 ら 者 、 に 体 に 、 悲 人 と り あ

た が 世 自 る 通 の と 人 滞 か 後 自 惨 で が の ま

め 生 界 ら た り 身 つ 間 留 ら 世 ら な 抱 で 記 り

に き で の め 「 体 な が す 離 に の 記 え き 憶 に

は る 共 感 に 身 と が 自 る れ そ 苦 憶 込 る を も

、 上 に 受 は に は る 然 現 た の し を ん 日 、 重
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問

二

ウ

問

六

エ

問

五

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

を

中

心

と

す

る

デ

ジ

タ

ル

メ

デ

ィ

ア

は

、

時

間

と

空

間

の

制

約

を

超

え

、

誰

し

も

が

発

信

者

と

な

れ

る

ネ

ッ

ト

上

の

膨

大

な

情

報

に

際

限

な

く

ア

ク

セ

ス

で

き

る

と

い

う

環

境

を

人

間

に

与

え

た

。

そ

れ

に

よ

っ

て

、

人

間

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

、

意

識

と

行

動

の

あ

り

方

、

そ

し

て

〈

知

の

つ

く

り

か

た

/

つ

く

ら

れ

か

た

〉

を

も

急

速

に

変

容

さ

せ

、

こ

れ

ま

で

権

威

化

さ

れ

て

き

た

文

字

と

出

版

を

基

底

と

し

た

〈

近

代

の

知

〉

を

無

効

化

し

つ

つ

あ

る

と

い

う

こ

と

。

問

四

地

球

環

境

の

危

機

を

自

身

の

生

存

の

危

機

と

捉

え

、

行

動

に

移

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

事

態

に

陥

っ

た

現

代

人

に

と

っ

て

、

人

間

の

身

体

を

介

し

て

自

然

と

つ

な

が

る

前

提

で

思

索

を

深

め

た

江

戸

の

知

識

人

の

姿

勢

が

、

今

後

事

態

の

改

善

に

向

け

て

求

め

ら

れ

る

も

の

だ

か

ら

。

問

三

二

問

六

問

五

問

四

「

こ

の

人

た

ち

の

こ

と

で

僕

の

心

も

頭

も

い

っ

ぱ

い

な

の

で

、

僕

は

僕

が

だ

れ

で

あ

る

か

思

い

出

せ

な

い

の

だ

」

と

い

う

表

現

か

ら

、

「

僕

」

に

と

っ

て

「

名

前

」

と

は

、

ま

さ

に

一

個

の

独

立

し

た

人

格

を

示

す

も

の

で

あ

り

、

そ

れ

を

喪

失

し

て

い

る

今

現

在

、

「

僕

」

は

「

名

前

」

を

持

つ

個

人

で

は

な

く

、

同

じ

日

の

記

憶

を

共

有

す

る

被

爆

者

の

一

部

に

過

ぎ

な

い

と

考

え

て

い

る

。

自

分

が

誰

か

分

か

ら

な

い

ま

ま

他

者

と

の

つ

な

が

り

を

欠

い

て

無

感

動

に

生

き

る

「

僕

」

の

現

状

に

比

べ

て

、

何

の

記

憶

か

定

か

で

は

な

い

も

の

の

、

鮮

明

な

イ

メ

ー

ジ

を

伴

っ

て

感

情

を

揺

さ

ぶ

る

記

憶

の

断

片

の

ほ

う

が

い

っ

そ

う

リ

ア

リ

テ

ィ

が

あ

り

、

生

の

実

感

を

抱

か

せ

る

も

の

だ

っ

た

、

と

い

う

こ

と

。

警

鐘

d

象

徴

e

常

態

問

一

a

飛

躍

b

定

位

一

問

三

本

川

付

近

で

見

つ

か

っ

た

妹

の

亡

骸

が

、

生

前

の

姿

か

ら

あ

ま

り

に

も

か

け

離

れ

た

無

残

な

も

の

で

、

愛

情

よ

り

も

恐

怖

心

の

み

感

じ

ら

れ

た

時

に

、

救

護

所

で

本

来

で

あ

れ

ば

愛

お

し

い

は

ず

の

我

が

子

の

変

わ

り

果

て

た

姿

を

目

の

当

た

り

に

し

て

、

抱

き

し

め

た

く

て

も

で

き

な

か

っ

た

母

親

が

も

ら

し

た

言

葉

を

、

実

感

を

伴

っ

て

理

解

で

き

た

と

い

う

こ

と

。

問

二

問

一

オ

a

か

わ

も

b

え

し

ゃ

く

c

国

語

　

解

答

用

紙

け

は

い

d

ふ

と

こ

ろ

e

う

つ

つ

c



　

四 三

問

一

問

四

問

五

問

二

ア

八

イ

の

み

A

ウ

B

エ

カ

打

消

問

三

①

（

亡

く

な

っ

た

方

は

）

墓

の

中

で

も

生

前

愛

し

た

桜

花

を

見

た

い

と

お

思

い

に

な

っ

て

い

る

だ

ろ

う

。

③

桜

花

は

、

何

も

言

わ

な

い

の

で

、

ど

う

す

る

こ

と

も

で

き

な

い

。

ウ

ど

エ

ず

オ

断

定

桜

花

は

、

一

つ

に

は

過

ぎ

行

く

春

の

情

景

を

思

い

起

こ

さ

せ

る

も

の

で

あ

り

、

さ

ら

に

、

亡

き

人

を

思

い

出

す

た

め

の

手

が

か

り

の

品

で

も

あ

る

と

い

う

こ

と

。

風

情

あ

る

桜

花

を

手

が

か

り

に

最

近

亡

く

な

っ

た

知

人

の

幼

い

子

ど

も

の

こ

と

を

思

い

出

し

、

亡

く

な

っ

た

こ

と

も

す

っ

か

り

忘

れ

て

い

た

自

分

の

薄

情

さ

を

悔

や

み

つ

つ

、

人

間

は

い

つ

か

死

ぬ

と

分

か

っ

て

い

る

も

の

だ

が

、

そ

れ

で

も

あ

ま

り

に

年

若

く

し

て

亡

く

な

っ

た

子

の

無

念

さ

を

思

い

描

き

な

が

ら

歌

を

詠

ん

だ

と

こ

ろ

、

深

い

悲

し

み

や

人

の

世

の

無

常

さ

を

思

い

知

ら

さ

れ

て

、

思

わ

ず

今

日

の

出

来

事

を

記

録

し

て

し

ま

っ

た

、

と

い

う

こ

と

。

問

一

①

乳

雀

⑤

信

綱

信

綱

が

家

光

を

庇

っ

て

、

決

し

て

家

光

の

指

示

で

屋

根

に

登

っ

た

と

は

認

め

な

か

っ

た

様

子

を

見

て

、

将

来

、

我

が

子

家

光

が

将

軍

に

な

っ

た

時

に

は

、

信

綱

は

家

光

の

ま

た

と

な

い

忠

臣

と

な

る

こ

と

だ

ろ

う

と

、

将

軍

秀

忠

が

信

綱

に

感

心

す

る

思

い

。

問

三

②

書

き

下

し

　

し

ゅ

う

あ

え

て

ゆ

く

も

の

な

し

現

代

語

訳

　

家

光

の

家

来

た

ち

は

、

決

し

て

そ

の

屋

根

に

登

ろ

う

と

し

な

か

っ

た

。

③

書

き

下

し

　

よ

ろ

し

く

ゆ

く

べ

し

と

。

現

代

語

訳

　

お

前

が

屋

根

に

登

る

の

が

よ

い

と

。

④

書

き

下

し

　

つ

い

に

こ

と

ば

を

あ

ら

た

め

ず

。

現

代

語

訳

　

と

う

と

う

最

後

ま

で

、

自

分

の

為

に

や

っ

た

と

い

う

言

葉

を

取

り

下

げ

な

か

っ

た

。

問

二


