
まずは自分で問題を解いてから、下の解説を読みましょう。解説には、 内に
解決する際のポイントを示していますので、参考にして再挑戦してみましょう！

～ 未来への架け橋 ≪令和３年度版≫ ～
福 岡 県 立 高 校 入 試 問 題 を 活 用 し た 学 習 資 料

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
。

何
か
迷
い
が
生
じ
た
と
き
や
、
方
向
性
を
見
失
った
と
き
な
ど
は
、
自
分
の
心
の
声
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
一
人
に
な
れ
る
時
空
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
常
生
活
を
振
り
返
って
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
だ
れ
か
と
一
緒
の
と
き
は
、
目
の
前
に
い
る
相
手
の
こ
と
が
気
に
な
って
、
自
分
の
世
界
に
沈
潜
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、

思
索
に
ふ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
だ
れ
か
と
つ
な
が
って
い
る
と
き
も
同
様
で
あ
る
。

常
に
人
と
群
れ
て
い
る
と
、
も
の
ご
と
を
自
分
の
頭
で
じ
っく
り
考
え
る
習
慣
が
な
く
な
って
い
く
。
絶
え
ず
目
の
前
の
刺
激
に
反
応
す
る
と
い
った
行
動
様
式
が
常
態
化
し
、
じ
っく
り

考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

発
想
を
練
る
の
は
一
人
の
時
間
に
か
ぎ
る
。
周
囲
と
遮
断
さ
れ
た
状
況
で
な
い
と
、
思
考
活
動
に
没
頭
で
き
な
い
。
一
人
に
な
る
と
、
自
然
に
自
分
と
向
き
合
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
が

湧
い
て
く
る
。
一
人
の
時
間
だ
か
ら
こ
そ
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
発
達
の
せ
い
で
、
ど
う
し
て
も
つ
な
が
り
依
存
に
陥
り
が
ち
だ
が
、
何
と
し
て
も
一
人
で
い
ら
れ
る
力
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

自
分
と
向
き
合
う
静
寂
な
時
間
が
気
づ
き
を
与
え
て
く
れ
る
。
ど
こ
か
で
感
じ
て
い
る
焦
り
の
正
体
。
毎
日
繰
り
返
さ
れ
る
日
常
へ
の
物
足
り
な
さ
。
ど
こ
か
無
理
を
し
て
い
る
自
分
。

日
頃
見
過
ご
し
が
ち
な
こ
と
。
ど
こ
か
に
置
き
去
り
に
し
て
き
た
大
切
な
こ
と
。
そ
う
し
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
心
の
声
は
、
一
人
に
な
って
自
分
の
中
に
沈
潜
し
な
い
と
聞
こ
え
て
こ

な
い
。

今
の
時
代
、
だ
れ
に
も
邪
魔
さ
れ
な
い
一
人
の
時
間
を
も
つ
の
は
、
非
常
に
難
し
く
な
って
い
る
。
電
車
に
一
人
で
乗
って
い
て
も
、
家
に
一
人
で
い
て
も
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
飛
び

込
ん
で
く
る
。
そ
う
す
る
と
気
に
な
り
読
ま
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
読
め
ば
反
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
他
の
人
が
ど
ん
な
反
応
を
す
る
か
が
気
に
な
る
。
自
分
の
反
応
に

対
し
て
ど
ん
な
反
応
が
あ
る
か
が
気
に
な
って
落
ち
つ
か
な
い
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
他
の
人
た
ち
の
動
向
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
合
間
に
、
手
持
ち
ぶ
さ
た
だ
か
ら
い
ろ
い
ろ
ネ
ッ
ト
検
索
を
楽
し
ん
だ
り
し
て
時
間
を
潰
す
。
そ
う
し
て
い
る
間
は
、
ま
った

く
の
思
考
停
止
状
態
と
な
り
、
自
分
の
世
界
に
没
頭
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。

人
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
反
応
す
る
。
飛
び
込
ん
で
く
る
情
報
に
反
応
す
る
。
そ
の
よ
う
に
外
的
刺
激
に
反
応
す
る
だ
け
で
時
が
過
ぎ
て
い
く
。

そ
ん
な
受
身
の
過
ご
し
方
を
し
て
い
た
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
自
分
を
見
失
って
し
ま
う
。
そ
ん
な
状
態
か
ら
脱
す
る
に
は
、
思
い
切
って
接
続
を
極
力
切
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

外
的
刺
激
に
反
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
あ
れ
こ
れ
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
り
、
考
え
を
深
め
た
り
し
て
、
自
分
の
中
に
沈
潜
す
る
時
を
も
つ
よ
う
に
す
る
。
外
的
刺
激
に
翻
弄
さ

れ
る
の
を
や
め
て
、
自
分
の
心
の
中
に
刺
激
を
見
つ
け
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
外
的
刺
激
を
利
用
す
る
の
も
有
効
だ
。
た
と
え
ば
、
読
書
の
時
間
を
も
ち
、
本
に
書
か
れ
た
言
葉
や
視
点
に
刺
激
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
って
心
の
中
が
活
性

化
さ
れ
、
心
の
中
を
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
が
飛
び
交
う
。
そ
う
し
た
自
ら
の
内
側
か
ら
飛
び
出
し
て
き
た
言
葉
に
刺
激
さ
れ
、
さ
ら
な
る
言
葉
が
湧
き
出
て
く
る
。
私
た
ち
の
思
考
は
言

葉
に
よ
って
担
わ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
は
思
考
の
活
性
化
を
意
味
す
る
。

外
的
刺
激
に
反
応
す
る
ス
タ
イ
ル
に
馴
染
み
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
を
媒
介
と
し
た
接
続
を
遮
断
さ
れ
る
と
、
何
も
す
る
こ
と
が
な
く
な
った
感
じ
に
な
り
、

退
屈
で
た
ま
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
す
ぐ
に
ま
た
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
つ
な
が
り
を
求
め
て
し
ま
う
。

だ
が
、
外
的
刺
激
に
反
応
す
る
だ
け
の
受
け
身
の
生
活
か
ら
脱
し
て
、
自
分
の
世
界
に
沈
潜
す
る
に
は
、
あ
え
て
退
屈
な
時
間
を
も
つ
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

～
略
～

（榎
本
博
明
『「さ
み
し
さ
」の
力

孤
独
と
自
立
の
心
理
学
』に
よ
る
。
一
部
改
変
）

問
三

本
文
中
の

私
た
ち
の
思
考
は
言
葉
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
は
思
考
の
活
性
化
を
意
味
す
る

の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
４
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
書
け
。

１

人
間
は
思
考
す
る
こ
と
で
身
に
付
け
た
言
葉
を
用
い
て
生
活
し
て
い
る
た
め
、
読
書
を
通
じ
て
出
会
っ
た
新
た
な
言
葉
を
使
っ
て
思
考
を
深
め
る
こ
と
で
、
他
者
に
対
し
て
説
得
力
の
あ
る
意
見
を

主
張
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

２

人
間
は
思
考
の
手
段
と
し
て
主
に
言
葉
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
本
に
書
か
れ
た
内
容
や
表
現
を
通
じ
て
感
銘
を
受
け
る
言
葉
に
多
く
触
れ
、
そ
れ
ら
の
言
葉
の
力
に
よ
り
豊
か
な
感
情
を

身
に
付
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

３

人
間
は
思
考
の
手
段
と
し
て
言
葉
を
用
い
る
た
め
、
読
書
に
よ
り
他
の
思
考
を
知
る
こ
と
で
多
く
の
刺
激
を
受
け
、
そ
れ
以
前
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
物
事
を
と
ら
え
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
深
く

考
察
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

４

人
間
は
思
考
を
通
じ
て
新
た
な
言
葉
を
習
得
す
る
と
い
う
性
質
を
も
つ
た
め
、
読
書
に
よ
っ
て
新
し
い
言
葉
を
身
に
付
け
る
こ
と
は
、
意
思
疎
通
の
手
段
が
増
え
る
こ
と
を
意
味
し
、
良
好
な
人
間

関
係
を
保
つ
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

やや難



福岡県立高校入試問題の難しい問題にチャレンジしよう！【国語】①

次のように解きます。

① 何が問われているのかを確認する。
→「傍線部」について正しく説明しているものを選ぶ問題。

まず、何が問われているかを確認することが大切です。
・「理由」や「原因」 →「～なのはなぜか」
・「説明」 →「とはどういうことか」 等

② 傍線部の内容を確認する。

・「私たちの思考は言葉によって担われているため、それは思考の活性化を意味する」
①↑言葉の意味 ②↑指示語 ③↑キーワード

→ ①言葉の意味「担う」・・・（引き受ける、受け持つ、受け入れる 等）

②指示語「それ」・・・傍線部直前「～さらなる言葉が湧き出てくる。」

（ この問題では、指示語の内容確認が重要です！）

③キーワード「活性化」・・・「～心の中が活性化され、心の中をさまざまな言葉が
飛び交う」
→活発になる様子

③ 選択肢の文章を区切って考え、傍線部の内容に合わない部分を確認する。

→１： 思考することで身に付けた言葉 ×
読書を通じで出会った新たな言葉を使って ×
他者に対して説得力のある意見を主張することが可能 ×

２：手段として主に言葉を用いることがある ×
豊かな感情を身に付けることが可能 ×

４：思考を通じて新たな言葉を習得する ×
良好な人間関係を保つことが可能 ×

⇒ ３

本文の内容と明らかな違いがあるものや、本文の内容に無いもの等を
削除しながら考えます。

思考は言葉に受け持たれているので、自分の心の中から
飛び出した言葉に刺激されて、さらに言葉が湧き出てくるのは、
思考が活発になることを意味する・・・・・・近い内容の選択肢は？

言い換え

ポイント

傍線部の内容を、自分なりに「言い換えて」みましょう。ポイント

ポイント
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【こ
こ
ま
で
の
あ
ら
す
じ
】
小
学
校
五
年
生
の
少
年
は
、
入
院
し
た
母
の
お
見
舞
い
に
バ
ス
で
行
く
よ
う

に
な
った
。
初
め
て
一
人
で
乗
った
バ
ス
で
、
整
理
券
の
出
し
方
を
運
転
手
の
河
野
さ
ん
に
叱
ら
れ
て
以

来
、
少
年
は
河
野
さ
ん
の
バ
ス
に
乗
る
の
が
怖
く
な
った
。
回
数
券
を
買
い
足
す
日
、
少
年
が
乗
った
バ
ス

の
運
転
手
は
河
野
さ
ん
だ
った
。
少
年
は
、
嫌
だ
、
運
が
悪
い
と
思
った
が
、
買
い
方
を
注
意
さ
れ
な
が
ら

も
、
ど
う
に
か
回
数
券
三
冊
を
購
入
し
た
。

買
い
足
し
た
回
数
券
の
三
冊
目
が

も
う
す
ぐ
終
わ
る
。

最
後
か
ら
二
枚
目
の
回
数
券
を

今
日
、
使
った
。
あ
と
は
表
紙
を
兼
ね
た
十
二
枚

目
の
券
だ
け
だ
。

明
日
か
ら
お
小
遣
い
で
バ
ス
に
乗
る
こ
と
に
し
た
。
毎
月
の
お
小
遣
い
は
千
円
だ
か
ら
、
あ

と
し
ば
ら
く
は
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
迎
え
に
来
て
く
れ
る
は
ず
の
父
か
ら
、
病
院
の
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
電
話

が
入
った
。

「今
日
は
ど
う
し
て
も
抜
け
ら
れ
な
い
仕
事
が
入
っち
ゃ
った
か
ら
、
一
人
で
バ
ス
で
帰
っ

て
、
って
」

看
護
師
さ
ん
か
ら
伝
言
を
聞
く
と
、
泣
き
だ
し
そ
う
に
な
って
し
ま
った
。
今
日
は
財
布

を
持
って
来
て
い
な
い
。
回
数
券
を
使
わ
な
け
れ
ば
、
家
に
帰
れ
な
い
。

母
の
前
で
は
涙
を
こ
ら
え
た
。
病
院
前
の
バ
ス
停
の
ベ
ン
チ
に
座
って
い
る
と
き
も
、
必
死
に

唇
を
嚙
ん
で
我
慢
し
た
。
【
Ａ
】で
も
、
バ
ス
に
乗
り
込
み
、
最
初
は
混
み
合
って
い
た
車
内

が
少
し
ず
つ
空
い
て
く
る
と
、
急
に
悲
し
み
が
胸
に
込
み
上
げ
て
き
た
。
シ
ー
ト
に
座
る
。

【
Ｂ
】座
った
ま
ま
う
ず
く
ま
る
よ
う
な
格
好
で
泣
い
た
。
バ
ス
の
重
い
エ
ン
ジ
ン
の
音
に
紛
ら

せ
て
、
う
め
き
声
を
漏
ら
し
な
が
ら
泣
き
じ
ゃ
く
った
。
【
Ｃ
】

『本
町
一
丁
目
』が
近
づ
い
て
き
た
。
【
Ｄ
】顔
を
上
げ
る
と
、
他
の
客
は
誰
も
い
な
か
った
。

降
車
ボ
タ
ン
を
押
し
て
、
手
の
甲
で
涙
を
ぬ
ぐ
い
な
が
ら
席
を
立
ち
、
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
回
数

券
の
最
後
の
一
枚
を
取
り
出
し
た
。
【
Ｅ
】

バ
ス
が
停
ま
る
。
運
賃
箱
の
前
ま
で
来
る
と
、
運
転
手
が
河
野
さ
ん
だ
と
気
づ
い
た
。
そ
れ

で
ま
た
、
悲
し
み
が
つ
の
った
。
こ
ん
な
ひ
と
に
最
後
の
回
数
券
を
渡
し
た
く
な
い
。

整
理
券
を
運
賃
箱
に
先
に
入
れ
、
回
数
券
を
つ
づ
け
て
入
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
と
う
と

う
泣
き
声
が
出
て
し
ま
った
。

「ど
う
し
た
？
」と
河
野
さ
ん
が
訊
い
た
。
「な
ん
で
泣
い
て
る
の
？
」

ぶ
っき
ら
ぼ
う
で

は
な
い
言
い
方
を
さ
れ
た
の
は
初
め
て
だ
った
か
ら
、
逆
に
涙
が
止
ま
ら
な
く
な
って
し
ま
っ

た
。

「財
布
、
落
と
し
ち
ゃ
った
の
か
？
」

泣
き
な
が
ら
か
ぶ
り
を
振
って
、
回
数
券
を
見
せ
た
。

じ
ゃ
あ
早
く
入
れ
な
さ
い

と
は
、
言
わ
れ
な
か
った
。

河
野
さ
ん
は
「ど
う
し
た
？
」と
も
う
一
度
訊
い
た
。

そ
の
声
に
す
う
っと
手
を
引
か
れ
る
よ
う
に
、
少
年
は
嗚
咽
交
じ
り
に
、
回
数
券
を
使
い

た
く
な
い
ん
だ
と
伝
え
た
。
母
の
こ
と
も
し
ゃ
べ
った
。
新
し
い
回
数
券
を
買
う
と
、
そ
の
ぶ

ん
、
母
の
退
院
の
日
が
遠
ざ
か
って
し
ま
う
。
ご
め
ん
な
さ
い
、
ご
め
ん
な
さ
い
、
と
手
の
甲
で

目
元
を
覆
った
。
こ
の
回
数
券
、
ぼ
く
に
く
だ
さ
い
、
と
言
った
。

河
野
さ
ん
は
な
に
も
言
わ
な
か
った
。
か
わ
り
に
、
小
銭
が
運
賃
箱
に
落
ち
る
音
が
聞
こ

え
た
。
目
元
か
ら
手
の
甲
を
は
ず
す
と
、
整
理
券
と
一
緒
に
百
二
十
円
、
箱
に
入
って
い
た
。

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
。

も
う
前
に
向
き
直
って
い
た
河
野
さ
ん
は
、
少
年
を
振
り
向
か
ず
に
、
「早
く
降
り
て
」と

言
った
。
「次
の
バ
ス
停
で
お
客
さ
ん
が
待
って
る
ん
だ
か
ら
、
早
く
」

声
は
ま
た
、
ぶ
っ

き
ら
ぼ
う
に
な
って
い
た
。

次
の
日
か
ら
、
少
年
は
お
小
遣
い
で
バ
ス
に
乗
った
。
お
金
が
な
く
な
る
か
、
「回
数
券
ま

だ
あ
る
の
か
？
」と
父
に
訊
か
れ
る
ま
で
は
知
ら
ん
顔
し
て
い
る
つ
も
り
だ
った
が
、
そ
の
心

配
は
要
ら
な
か
った
。

三
日
目
に
病
室
に
入
る
と
、
母
は
ベ
ッ
ト
に
起
き
上
が
って
、
父
と
笑
い
な
が
ら
し
ゃ
べ
って

い
た
。
会
社
を
抜
け
て
き
た
と
い
う
父
は
、
少
年
を
振
り
向
い
て
う
れ
し
そ
う
に
言
った
。

「お
母
さ
ん
、
あ
さ
って
退
院
だ
ぞ
」

退
院
の
日
、
母
は
看
護
師
さ
ん
か
ら
花
束
を
も
ら
った
。
車
で
少
年
と
一
緒
に
迎
え
に

来
た
父
も
、
大
き
な
花
束
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
。

帰
り
道
、
「ぼ
く
、
バ
ス
で
帰
って
い
い
？
」と
訊
く
と
、
両
親
は
き
ょ
と
ん
と
し
た
顔
に
な
っ

た
が
、
「病
院
か
ら
バ
ス
に
乗
る
の
も
こ
れ
で
最
後
だ
も
ん
な
あ
」「よ
く
が
ん
ば
った
よ
ね
、

寂
し
か
った
で
し
ょ
？
あ
り
が
と
う
」と
笑
って
許
し
て
く
れ
た
。

「帰
り
、
ひ
ょ
っと
し
た
ら
、
ち
ょ
っと
遅
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
い
い
？
い
い
で
し
ょ
？

ね
、
い
い
で
し
ょ
？
」

両
手
で
拝
ん
で
頼
む
と
、
母
は
「晩
ご
は
ん
ま
で
に
は
帰
って
き
な
さ
い
よ
」と
う
な
ず
き
、

父
は
「そ
う
だ
ぞ
、
今
夜
は
お
寿
司
と
る
か
ら
な
、
パ
ー
テ
ィ
ー
だ
ぞ
」と
笑
った
。

バ
ス
停
に
立
って
、
河
野
さ
ん
の
運
転
す
る
バ
ス
が
来
る
の
を
待
った
。
バ
ス
が
停
ま
る
と
、

降
り
口
の
ド
ア
に
駆
け
寄
って
、
そ
の
場
で
ジ
ャ
ン
プ
し
な
が
ら
運
転
席
の
様
子
を
確
か
め

る
。何

便
も
や
り
過
ご
し
て
、
陽
が
暮
れ
て
き
て
、
や
っぱ
り
だ
め
か
な
あ
、
と
あ
き
ら
め
か

け
た
頃

や
っと
河
野
さ
ん
の
バ
ス
が
来
た
。

車
内
は
混
み
合
って
い
た
の
で
、
走
って
い
る
と
き
に
河
野
さ
ん
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な

か
った
。
そ
れ
で
も
い
い
。
通
路
を
歩
く
の
は
バ
ス
が
停
ま
って
か
ら
。
整
理
券
は
丸
め
て
は
い

け
な
い
。

次
は
本
町
一
丁
目
、
本
町
一
丁
目…

…

と
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
聞
こ
え
る
と
、
降
車
ボ
タ
ン
を

押
し
た
。
ゆ
っく
り
と
、
人
差
し
指
を
ピ
ン
と
伸
ば
し
て
。

バ
ス
が
停
ま
る
。
通
路
を
進
む
。
河
野
さ
ん
は
い
つ
も
の
よ
う
に
不
機
嫌
な
様
子
で
運
賃

箱
を
横
目
で
見
て
い
た
。

目
は
合
わ
な
い
。
そ
れ
が
ち
ょ
っと
残
念
で
、
で
も
河
野
さ
ん
は
い
つ
も
こ
う
な
ん
だ
も
ん

な
、
と
思
い
直
し
て
、
整
理
券
と
回
数
券
の
最
後
の
一
枚
を
入
れ
た
。

降
り
る
と
き
に
は
早
く
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
順
番
を
待
って
い
る
ひ
と
も
い
る
し
、
次

の
バ
ス
停
で
待
って
い
る
ひ
と
も
い
る
。

だ
か
ら
、
少
年
は
な
に
も
言
わ
な
い
。
回
数
券
に
書
い
た
「あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」

に
あ
と
で
気
づ
い
て
く
れ
る
か
な
、
気
づ
い
て
く
れ
る
と
い
い
な
、
と
思
い
な
が
ら
、
ス
テ
ッ
プ

を
下
り
た
。

バ
ス
が
走
り
去
った
あ
と
、
空
を
見
上
げ
た
。
西
の
ほ
う
に
陽
が
残
って
い
た
。
ど
こ
か
か
ら

聞
こ
え
る
「ご
は
ん
で
き
た
よ
お
」の
お
母
さ
ん
の
声
に
応
え
る
よ
う
に
、
少
年
は
歩
き
だ

す
。何

歩
か
進
ん
で
振
り
向
く
と
、
車
内
灯
の
明
か
り
が
つ
い
た
バ
ス
が
通
り
の
先
に
小
さ
く

見
え
た
。
や
が
て
バ
ス
は
交
差
点
を
ゆ
っく
り
と
曲
が
って
、
消
え
た
。

（重
松
清
『バ
ス
に
乗
って
』に
よ
る
。
一
部
改
変
）



福岡県立高校入試問題の難しい問題にチャレンジしよう！【国語】②

次のように解きます。

① 問の内容と答え方の条件を確認する。
・少年の「心情」（一抹の寂しさ）について考えて答える問題。
・用いる語句（母、河野さん）と字数制限（２５～３５字）の確認。

② 「少年」が「一抹の寂しさ」を感じた理由について考える。

⇒ 母のお見舞いのために河野さんが運転するバスに乗るのも今日で最後になる

ポイント

会話文の中の前後の文章や答え方の条件に合うように、考えて書こう。
ポイント

問
四

次
の

は
、
本
文
を
読
ん
だ
池
田
さ
ん
と
中
川
さ
ん
と

先
生
が
、
少
年
の
心
情
に
つ
い
て
会
話
を
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

（３
）

ウ

に
入
る
内
容
を
、
二
十
五
字
以
上
、
三
十
五
字
以
内

で
考
え
て
書
け
。
た
だ
し
、
母
、
河
野
さ
ん
と
い
う
二
つ
の
語
句
を
必

ず
使
う
こ
と
。

やや難

答え方の条件は問題を解く時のヒントになります。
主人公の「少年」と、「母」・「河野さん」との関係を整理してみよう。
「母」…入院中。少年はバスに乗ってお見舞いに行っていた。退院できた。
「河野さん」…バスの運転手。

・「相手」…波線部「何歩か進んで振り向くと ～ やがてバスは交差点を
ゆっくりと曲がって、消えた。」

→「バス」を見送っている ＝ 「河野さん」を見送っている

・「内容」…本文中の という心情を表す描写

→母は退院したので、明日からバスには乗らない

河野さんのバスに乗りたい
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福 岡 県 立 高 校 入 試 問 題 を 活 用 し た 学 習 資 料

やや難

次
は
、
『
浮
世
物
語
』と
い
う
本
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

】

【

Ｂ

】 自
慢
す
る
は
下
手
芸
と
い
ふ
事

今
は
む
か
し
、
物
ご
と
自
慢
く
さ
き
は
未
練
の
ゆ
へな
り
。
物
の
上
手
の
上
か
ら
は
、
す
こ
し
も
自
慢
は
せ
ぬ
事
な
り
。
我
よ
り
手
上
の
者
ど
も
、
広
き
天
下
に
い
か
ほ
ど
も
あ
る
な
り
。

あ
る
者
、
座
敷
を
た
て
て
絵
を
描
か
す
る
。
白
さ
ぎ
の
一
色
を
望
む
。
絵
描
き
、
「
心
え
た
り
」と
て
焼
筆
を
あ
つ
る
。
亭
主
の
い
は
く
、
「
い
づ
れ
も
良
さ
さ
う
な
れ
ど
も
、
こ
の
白
さ
ぎ
の
飛
び

あ
が
り
た
る
、
羽
づ
か
い
が
か
や
う
で
は
、
飛
ば
れ
ま
い
」と
い
ふ
。
絵
描
き
の
い
は
く
、
「
い
や
い
や
こ
の
飛
び
や
う
が
一
番
の
出
来
物
ぢ
や
」と
い
ふ
う
ち
に
、
本
の
白
さ
ぎ
が
四
五
羽
う
ち
つ
れ
て

飛
ぶ
。
亭
主
こ
れ
を
見
て
、
「
あ
れ
見
給
へ。
あ
の
や
う
に
描
き
た
い
も
の
ぢ
や
」と
い
へば
、
絵
描
き
こ
れ
を
見
て
、
「
い
や
い
や
あ
の
羽
づ
か
い
で
は
あ
つ
て
こ
そ
、
そ
れ
が
し
が
描
い
た
や
う
に
は
、

え
飛
ぶ
ま
い
」と
い
ふ
た
。

自
慢
を
す
る
の
は
芸
が
未
熟
だ
と
い
う
事

今
と
な
れ
ば
昔
の
こ
と
だ
が
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
や
た
ら
に
自
慢
し
た
が
る
の
は
、
未
熟
な
者
の
す
る
こ
と
だ
。

は
、
何
事
に
お
い
て
も
少
し
も
自
慢
し
た
り
し
な
い
も
の
だ
。
そ
れ
は
、

自
分
よ
り
技
量
の
す
ぐ
れ
た
者
が
、
こ
の
広
い
天
下
に
い
く
ら
で
も
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

あ
る
人
が
座
敷
を
作
っ
て
襖
に
絵
を
描
か
せ
た
。
白
さ
ぎ
だ
け
を
描
い
て
仕
上
げ
る
よ
う
に
注
文
し
た
。
絵
か
き
は
「
承
知
し
ま
し
た
」と
言
っ
て
、
焼
筆
で
下
絵
を
描
い
た
。
そ
れ
を
見
て
主
人
が
、

「
ど
れ
も
一
見
よ
く
で
き
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
白
さ
ぎ
が
飛
び
上
が
っ
て
い
る
、
こ
ん
な
羽
の
使
い
方
で
は
飛
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」と
言
っ
た
。
絵
か
き
は
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
よ
う
す
で
、

「
い
や
い
や
、
こ
の
飛
び
方
が
、
こ
の
絵
の
も
っ
と
も
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
な
の
だ
」と
言
っ
て
い
る
最
中
に
、
本
当
の
白
さ
ぎ
が
四
、
五
羽
、
群
が
っ
て
飛
ん
で
行
っ
た
。
主
人
は
こ
れ
を
見
て
、
「
あ
れ
を

見
て
く
だ
さ
い
。
あ
ん
な
ふ
う
に
描
い
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
」と
言
う
と
、
絵
か
き
も
こ
れ
を
見
て
、
「
い
や
い
や
、
あ
の
羽
の
使
い
方
で
は
、
私
が
描
い
た
よ
う
に
飛
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」と

言
っ
た
。

（

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
64

仮
名
草
子
集
』に
よ
る
。
一
部
改
変
）

（

注

）
焼
筆
・・・柳
な
ど
の
細
長
い
木
の
端
を
焼
き
こ
が
し
て
作
っ
た
筆
。
絵
師
が
下
絵
を
描
く
の
に
用
い
る
。

問
四

次
の

の
中
は
、
【
Ａ

】と
【
Ｂ

】を
読
ん
だ
青
木
さ
ん
と
小
島
さ
ん
と
先
生
が
、
会
話
を
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

先
生

こ
の
話
の
主
人
公
で
あ
る
絵
か
き
の
ど
ん
な
点
が
「
下
手
芸
」な
の
か
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

青
木
さ
ん

私
は
、
絵
に
つ
い
て
の
主
人
の
感
想
に
対
し
て
、
「
こ
の
飛
び
や
う
が
一
番
の
出
来
物
ぢ
や
」と
言
っ
て
、

ア

点
が
「
下
手
芸
」で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

小
島
さ
ん

私
は
、
実
物
を
参
考
に
せ
ず
「
あ
の
羽
づ
か
ひ
で
あ
つ
て
こ
そ
、
そ
れ
が
し
が
描
い
た
や
う
に
は
、
え
飛
ぶ
ま
い
」と
言
い
張
っ
て
、

イ

点
も
「
下
手
芸
」で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

青
木
さ
ん

な
る
ほ
ど
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
絵
か
き
の

ウ

心
し
て
い
る
点
が
「
下
手
芸
」で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。

小
島
さ
ん

そ
う
か
。
だ
か
ら
、
絵
か
き
は
、
自
分
よ
り
す
ぐ
れ
た
人
が
世
の
中
に
は
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
ね
。

先
生

二
人
と
も
、
絵
か
き
の
「
下
手
芸
」な
点
に
つ
い
て
よ
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
ね
。

（
１

）

ア

、

イ

に
入
る
内
容
を
、
十
字
以
上
、
十
五
字
以
内
の
現
代
語
で
そ
れ
ぞ
れ
考
え
て
書
け
。
た
だ
し
、

ア

に
は

他
人
、

イ

に
は

自
分

と
い
う
語
句
を
必
ず
使
う
こ
と
。



福岡県立高校入試問題の難しい問題にチャレンジしよう！【国語】③

次のように解きます。

① ア 、 イ の前後の文や問の内容を確認する。

・主人公（絵かき）の人物像について、自分で考えて答える問題。
・用いる語句（他人、自分）と字数制限の確認。

会話文の中の前後の文章や答え方の条件に合うように考えて書こう。

古典では、主語や述語、助詞が省略されることがあります。
意味が分かる語句を手がかりにして、つないで読むことが大切です。
現代語訳【 B 】や（ 注 ）を参考にして、「誰が、何を、どうした」かを
確認しながら読みましょう。

ポイント

ポイント

③ 絵かきの人物像について書く。

ア ⇒ （例） 他人の評価を受け入れない

イ ⇒ （例） 自分の未熟さに気付かない

・「他人」、「自分」
・ 字数制限
・「～点」につなげる

② 波線部に表れている「絵かきの姿」を捉える。

ア 「この飛びやうが一番の出来物ぢや」

主人

【主人の絵に対する「感想」・「評価」】

こんな羽の使い方では飛ぶことはできないだろう

「他人」

この飛び方がこの絵の一番すばらしいところだ
（→自分の描いた絵がよい）

受け入れない、認めない

絵かき

イ 「あの羽づかひであつてこそ、それがしが描いたようには、え飛ぶまい」

本物の白さぎが四、五羽飛んで行った姿

絵かき

「自分」

あれ を見てください。あんなふうに描いてもらいたいものだ

あの 羽の使い方では、
私が描いたように飛ぶことはできないだろう

本物との違いに気付かない・未熟

主人


