
二
〇
二
四
年
度

学
校
推
薦
型
選
抜

芸
術
文
化
学
部
日
本
文
学
科

小
論
文

注
意
事
項一

、
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
問
題
用
紙
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

二
、
試
験
中
に

使
用
で
き
る
も
の
は
、
筆
記
用
具
、
消
し
ゴ
ム
、
鉛
筆
削
り
、

時
計
（
計
時
機
能
の
み
の
も
の
）
に
限
り
ま
す
。

三
、
試
験
開
始
後
す
ぐ

に
、
配
布
さ
れ
た
用
紙
の
枚
数
（
問
題
用
紙
は
表
紙
を

別
に
し
て
五
頁
、
解
答
用
紙
は
三
枚
）
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

四
、
試
験
開
始
後
、
す
べ
て
の
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

五
、
試
験
時
間
は
、
九
〇
分
で
す
。

六
、
提
出
は
、
解
答
用
紙
の
み
で
す
。
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次

の

課

題

文

１

は
「

日

本

語

の

文

体

と

そ

の

使

い

分

け

」
に

つ

い

て

、
課

題

文

２

は
「

言

語

態

の

差

異

」

に

つ

い

て

述

べ

た

も

の

で

あ

る

。

二

つ

の

課

題

文

を

読

ん

で

、

後

の

問

に

答

え

な

さ

い

。

【

課

題

文

１

】

幕

末

か

ら

明

治

に

か

け

て

日

本

の

知

識

階

級

は

ま

こ

と

に

多

彩

な

、

ぜ

い

た

く

な

言

語

生

活

を

し

て

い

た

。

彼

ら

は

何

種

類

も

の

文

体

を

、

場

合

に

よ

り

必

要

に

応

じ

て

み

ご

と

に

使

い

わ

け

る

。

手

紙

ひ

と

つ

書

く

に

も

、

た

と

え

ば

相

手

が

女

な

ら

、

一

ふ

で

ま

ゐ

ら

せ

候

寒

さ

つ

よ

く

候

へ

ど

も

い

よ

く
お

ん

障

な

く

お

ん

暮

め

で

た

く

ぞ

ん

じ

ひ
と

さ

わ

り

く

ら

し

ま

ゐ

ら

せ

候

…

…

（

久

坂

玄

瑞

よ

り

妻

へ

）

く

さ

か

げ
ん

ず
い

男

ど

う

し

な

ら

、

玄

瑞

君

も

益

慷

慨

過

浪

華

至

京

師

愉

快

々

々

、

京

師

之

事

実

可

悦

可

懼

実

に

天

下

之

安

危

於

是

決

矣

…

…

（

髙

杉

東

行

よ

り

久

坂

玄

瑞

へ

）

た

か
す

ぎ

と
う

ぎ

よ
う

お

な

じ

国

語

と

は

思

え

な

い

ほ

ど

異

質

の

文

体

だ

が

、

彼

ら

は

か

く

べ

つ

の

努

力

な

し

に

両

極

端

を

使

い

こ

な

す

。

し

か

も

、

こ

ま

や

か

さ

と

か

勢

い

の

よ

さ

と

か

、

そ

れ

ぞ

れ

の

性

能

を

よ

く

生

か

し

て

い

る

の

だ

。

手

紙

ば

か

り

で

は

な

い

。

感

興

の

発

す

る

ま

ま

に

彼

ら

は

と

き

に

和

歌

を

、

漢

詩

を

、

俳

句

を

つ

く

り

、

と

き

に

今

様

、

都

々

逸

を

ひ

ね

る

。

べ

つ

に

文

学

マ

ニ

ア

で

は

な

い

多

忙

な

武

士

や

町

人

が

、

千

い
ま

よ
う

ど

ど

い
つ

数

百

年

に

わ

た

る

多

元

的

な

文

学

伝

統

の

遺

産

を

ほ

と

ん

ど

す

べ

て

身

近

な

も

の

と

感

じ

、

即

座

に

そ

れ

を

活

用

す

る

と

い

う

事

態

は

、

世

界

の

歴

史

に

も

め

ず

ら

し

い

だ

ろ

う

。

文

体

や

詩

形

の

豪

華

な

衣

裳

箱

の

な

か

か

ら

、

そ

の

と

き

ど

き

の

感

興

の

色

あ

い

に

応

じ

て

彼

ら

は

い

し
よ

う

ば
こ

い

ち

ば

ん

い

い

柄

を

え

ら

ぶ

。

も

ち

ろ

ん

、

ひ

と

つ

の

文

体

だ

け

で

は

言

い

つ

く

せ

な

い

微

妙

な

心

境

も

あ

ろ

う

。

そ

ん

な

と

き

彼

ら

は

、

ち

が

う

柄

で

二

枚

三

枚

と

、

器

用

に

か

さ

ね

着

を

す

る

。

詩

酒

放

蕩

。

友

人

責

以
二

大

義
一

。

因

賦
二

此

詩
一

答
レ

之

。

ほ
う

と
う

堪
レ

笑

書

生

抱
二

杞

憂
一

乾

坤

自
レ

古

事

悠

々

き

ゆ
う

け
ん

こ
ん

狂

人

別

有
二

胸

間

快
一

無
二

日

無
一レ

登
二

売

酒

楼
一



- 2 -

き

れ

て

く

れ

ろ

と

や

は

ら

か

に

真

綿

で

首

の

こ

わ

い

け

ん

八

千

八

声

の

ほ

と

ゝ

き

す

血

を

吐

く

よ

り

も

猶

つ

ら

い

は

つ

せ

ん

や

こ

え

な
お

三

千

世

界

の

鴉

を

こ

ろ

し

さ
ん

ぜ
ん

せ

か
い

か
ら

す

ぬ

し

と

朝

寝

が

し

て

み

た

い

（

髙

杉

東

行

）

彼

ら

の

こ

う

し

た

器

用

さ

の

源

泉

と

し

て

、
大

ざ

っ

ぱ

に

ふ

た

つ

の

事

情

が

か

ん

が

え

ら

れ

る

。
ま

ず

、

和

漢

の

古

典

に

関

す

る

か

ぎ

り

、

彼

ら

が

現

代

の

知

識

階

級

よ

り

ず

っ

と

た

し

か

な

素

養

を

も

っ

て

い

た

こ

と

。

そ

し

て

、

彼

ら

が

使

い

わ

け

る

文

体

や

詩

形

が

、

い

ず

れ

も

高

度

の

マ

ナ

リ

ズ

ム

（

注

１

）

に

固

ま

っ

て

い

た

こ

と

。

さ

ま

ざ

ま

な

観

念

、

イ

メ

ー

ジ

、

情

緒

、

語

法

、

リ

ズ

ム

、

主

題

な

ど

が

、

彼

ら

の

教

養

の

ひ

き

だ

し

の

な

か

で

は

す

べ

て

整

然

と

分

類

し

て

あ

る

。

天

下

国

家

の

問

題

は

お

お

む

ね

漢

文

脈

の

な

わ

ば

り

。

恋

愛

や

情

事

は

も

ち

ろ

ん

和

文

脈

だ

が

、

ま

じ

め

な

恋

愛

な

ら

短

歌

、

粋

人

の

浮

気

て

い

ど

な

ら

都

々

逸

を

そ

れ

ぞ

れ

本

籍

地

と

す

る

。

だ

か

ら

、

た

と

え

ば

三

十

一

文

字

で

特

定

の

風

物

を

歌

お

う

と

す

れ

ば

、

そ

み

そ

ひ
と

も

じ

の

季

節

、

背

景

、

気

分

な

ど

は

ほ

ぼ

自

動

的

に

き

ま

っ

て

く

る

し

、

語

句

や

イ

メ

ー

ジ

に

も

便

利

な

既

成

品

が

た

く

さ

ん

あ

る

。

あ

と

は

多

少

の

変

奏

と

順

列

組

合

せ

の

作

業

だ

け

。

ひ

と

か

け

ら

の

文

才

が

も

し

も

そ

れ

に

参

加

す

れ

ば

、

か

な

り

詩

ら

し

い

詩

が

で

き

あ

が

る

だ

ろ

う

。

こ

う

し

た

高

度

の

マ

ナ

リ

ズ

ム

は

、

多

く

の

人

間

が

ら

く

に

詩

を

つ

く

る

た

め

の

必

要

条

件

で

あ

り

、

そ

の

必

然

的

な

結

果

で

も

あ

る

。

科

挙

時

代

の

中

国

、

十

六

世

紀

末

の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

な

ど

に

も

お

な

じ

よ

う

な

状

況

が

あ

っ

た

し

、

だ

か

ら

こ

そ

絶

句

、

律

詩

も

ソ

ネ

ッ

ト

も

ひ

ろ

く

知

識

階

級

の

日

常

生

活

に

と

け

こ

む

こ

と

が

で

き

た

。

し

か

し

、

す

く

な

く

と

も

ソ

ネ

ッ

ト

の

場

合

、

マ

ナ

リ

ズ

ム

は

あ

ま

り

長

生

き

し

な

い

。

ア

モ

ー

レ

、

永

遠

の

女

性

と

い

っ

た

ソ

ネ

ッ

ト

本

来

の

主

題

や

イ

メ

ー

ジ

は

、

む

し

ろ

『

ヴ

ェ

ル

テ

ル

』
『

狭

き

門

』

な

ど

散

文

作

品

の

な

か

に

忠

実

な

後

継

者

を

み

い

だ

し

、

十

四

行

の

厳

格

な

詩

形

は

ど

ん

な

種

類

の

観

念

や

感

情

に

も

ふ

さ

わ

し

い

無

色

透

明

な

容

器

へ

の

道

を

た

ど

る

。

王

朝

時

代

か

ら

幕

末

ま

で

の

文

学

伝

統

の

な

か

で

は

、
ほ

と

ん

ど

の

文

体

や

詩

形

が

そ

れ

と

正

反

対

に

、

分

業

の

強

化

に

よ

る

洗

練

を

か

さ

ね

た

。
『

万

葉

集

』

に

み

ら

れ

る

壮

大

な

イ

メ

ー

ジ

、

は

げ

し

い

語

調

な

ど

は

次

第

に

短

歌

の

世

界

か

ら

す

が

た

を

消

し

、

か

え

り

点

つ

き

の

漢

詩

漢

文

の

な

か

に

安

住

の

地

を

み

い

だ

す

。

逆

に

漢

文

脈

の

ほ

う

で

は

、

ま

す

ま

す

た

お

や

か

に

な

っ

て

ゆ

く

歌

こ

と

ば

や

、

く

だ

け

た

話

し

こ

と

ば

の

長

所

を

ぬ

す

む

こ

と

は

ほ

ど

ほ

ど

に

し

て

、
も

っ

ぱ

ら

爽

快

な

禅

味

、
老

荘

ふ

う

の

達

観

、

慷

慨

（

注

２

）

調

な

ど

に

み

が

き

を

か

け

る

。

幕

末

の

こ

ろ

に

は

、

こ

う

し

た

分

業

が

す

で

に

極

度

に

細

こ
う

が
い

分

化

し

安

定

し

て

い

る

か

ら

、

ど

ん

な

場

所

で

ど

ん

な

感

慨

に

お

そ

わ

れ

て

も

、

ひ

と

び

と

は

表

現

形

式

の

選

択

に

ま

よ

う

必

要

が

な

か

っ

た

。

文

久

三

年

の

春

、

家

茂

上

洛

と

い

う

政

局

の

大

転

換

を

む

か

え

て

長

州

の

志

士

た

ち

が

ぞ

く

ぞ

く

京

ぶ
ん

き

ゆ
う

い
え

も
ち

じ

よ
う

ら
く
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都

に

あ

つ

ま

っ

て

い

た

と

き

、

品

川

あ

た

り

の

茶

屋

で

酒

び

た

り

に

な

っ

て

い

る

髙

杉

に

は

、

た

ぶ

ん

微

妙

な

感

想

が

あ

っ

た

。

青

二

才

ど

も

あ

わ

て

る

な

、

お

れ

に

は

も

っ

と

遠

大

な

計

画

が

あ

る

と

い

う

気

負

い

と

、

た

し

か

に

お

れ

は

遊

冶

郎

（

注

３

）

だ

よ

、

不

粋

な

忠

告

は

や

め

て

く

れ

な

い

か

と

い

う

皮

肉

な

ゆ
う

や

ろ
う

笑

い

。

彼

の

絶

句

も

俗

謡

も

、

た

し

か

に

こ

の

両

面

を

表

現

し

て

い

る

。

た

と

え

ば

都

々

逸

で

は

、

こ

な

れ

た

七

五

調

の

和

文

脈

に

「

三

千

世

界

の

」

と

い

う

八

音

の

漢

語

を

侵

入

さ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

粋

人

の

酔

語

の

な

か

に

さ

さ

や

か

な

壮

士

調

を

ひ

び

か

せ

て

い

る

。
（

こ

れ

を

侵

入

と

よ

ぶ

の

は

や

や

大

げ

さ

だ

ろ

う

か

。
七

五

調

の

ど

こ

か

に

四

四

の

八

音

を

し

の

び

こ

ま

せ

る

の

は

俗

謡

の

常

套

手

段

な

の

だ

し

、

じ

よ

う

と
う

仏

教

系

統

の

わ

か

り

や

す

い

漢

語

は

、

漢

文

脈

よ

り

も

む

し

ろ

和

文

脈

の

ほ

う

に

編

入

さ

れ

た

の

だ

か

ら

。
）

し

か

し

髙

杉

が

俗

謡

の

な

か

で

は

、

壮

士

で

あ

る

よ

り

も

は

る

か

に

本

格

的

に

粋

人

で

あ

り

、

漢

詩

で

は

壮

士

が

表

面

に

で

る

と

い

う

事

情

に

か

わ

り

は

な

い

。

こ

の

比

重

関

係

が

逆

に

な

る

こ

と

は

、

お

そ

ら

く

あ

り

え

な

い

だ

ろ

う

。

ひ

と

つ

の

表

現

形

式

を

利

用

す

る

た

め

に

は

、

ひ

と

は

ま

ず

自

分

の

声

域

を

極

端

に

し

ぼ

っ

て

、

と

き

に

は

裏

声

だ

け

で

歌

わ

ね

ば

な

ら

な

い

。

必

要

に

応

じ

て

髙

杉

は

東

行

に

な

っ

た

り

晋

作

に

な

っ

た

り

、

し
ん

さ
く

春

風

、

梅

之

助

、

潜

蔵

と

め

ま

ぐ

る

し

く

マ

ス

ク

を

と

り

か

え

る

け

れ

ど

も

、

同

時

に

全

部

そ

れ

を

か

ぶ

は
る

か
ぜ

う

め

の

す

け

せ
ん
ぞ
う

る

こ

と

は

も

ち

ろ

ん

不

可

能

な

の

だ

。

仮

面

は

い

っ

さ

い

使

い

た

く

な

い

、

い

つ

も

自

然

本

体

の

自

分

で

あ

り

た

い

と

思

う

な

ら

、

彼

は

言

語

表

現

の

世

界

か

ら

出

て

い

く

し

か

な

い

。

と

い

う

の

は

、

散

文

も

や

は

り

き

び

し

い

分

業

制

度

の

支

配

下

に

あ

る

。

漢

文

脈

な

ら

哲

学

的

な

壮

大

な

観

念

を

音

吐

朗

々

た

る

名

調

子

に

の

せ

る

こ

と

が

で

き

る

し

、

和

文

脈

な

ら

、

と

き

に

は

優

雅

そ

の

も

お
ん

と

ろ
う

ろ
う

の

、

と

き

に

は

平

俗

そ

の

も

の

の

口

調

で

、

し

っ

と

り

と

語

る

こ

と

が

で

き

る

。

し

か

し

、

も

し

そ

の

両

側

に

ま

た

が

る

性

能

が

ほ

し

く

な

っ

た

ら

ー
同

時

に

論

理

的

で

平

俗

で

名

調

子

で

あ

る

必

要

に

せ

ま

ら

れ

た

ら

、

彼

は

（

そ

し

て

ぼ

く

た

ち

は

）

ひ

ど

く

困

る

。

（

永

川

玲

二

『

こ

と

ば

の

政

治

学

』

に

よ

る

）

【

課

題

文

２

】

情

報

の

言

語

化

は

「

話

し

こ

と

ば

」

か

ら

始

ま

る

。

文

字

に

よ

っ

て

こ

と

ば

を

記

し

た

も

の

が

「

書

き

こ

と

ば

」

だ

か

ら

、

文

字

が

な

け

れ

ば

「

書

き

こ

と

ば

」

は

始

ま

ら

ず

、

成

立

も

し

な

い

。

日

本

列

島

上

で

集

団

生

活

が

営

ま

れ

た

時

点

で

、

言

語

は

あ

っ

た

と

推

測

す

る

の

が

自

然

で

あ

ろ

う

。

集

団

生

活

を

す

る

以

上

、

集

団

を

構

成

す

る

人

々

の

間

で

、

意

思

疎

通

を

図

る

必

要

が

あ

る

。

身

振

り

手

振

り

の

み

で

あ

ら

ゆ

る

意

思

疎

通

が

で

き

る

と

は

思

い

に

く

い

。

そ

う

で

あ

れ

ば

、

縄

文

時

代

に

も

、

弥

生

時

代

に

も

言

語

は

あ

っ

た

こ

と

に

な

る

。

そ

の

言

語

が

具

体

的

に

ど

の

よ

う

な

言

語

で

あ

っ

た

か

は

わ
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か

ら

な

い

。

し

か

し

、

現

在

使

っ

て

い

る

日

本

語

に

つ

な

が

る

言

語

＝

「

原

日

本

語

」

で

あ

っ

た

と

推

測

す

る

こ

と

は

、

許

さ

れ

る

だ

ろ

う

。

そ

の

「

原

日

本

語

」

は

「

話

し

こ

と

ば

」

と

し

て

の

日

本

語

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

「

話

し

こ

と

ば

」

と

「

書

き

こ

と

ば

」

と

の

も

っ

と

も

違

う

点

は

、

自

然

に

修

得

で

き

る

か

、

で

き

な

い

か

と

い

っ

て

よ

い

だ

ろ

う

。

よ

く

、

言

語

は

自

然

習

得

で

き

る

、

と

い

う

が

、

そ

う

い

う

場

合

の

「

言

語

」

は

「

話

し

こ

と

ば

」

の

こ

と

だ

。

ど

ん

な

言

語

に

も

「

話

し

こ

と

ば

」

と

「

書

き

こ

と

ば

」

と

が

あ

る

か

ら

、

日

本

語

使

用

者

も

そ

の

こ

と

は

わ

か

っ

て

い

る

と

思

う

が

、

違

い

を

意

識

す

る

機

会

は

案

外

少

な

い

か

も

し

れ

な

い

。

筆

者

は

明

治

の

日

本

語

を

観

察

す

る

た

め

に

、

か

な

り

の

数

の

、

明

治

時

代

に

書

か

れ

た

は

が

き

を

所

持

し

て

い

る

が

、

そ

の

中

に

「

謹

賀

新

年

／

併

祈

高

堂

之

万

福

」

と

印

刷

さ

れ

て

い

る

明

治

三

十

六

（

一

九

〇

三

）

年

一

月

一

日

の

日

付

の

あ

る

年

賀

状

が

あ

る

。
「

併

祈

高

堂

之

万

福

」

は

「

併

せ

て

高

堂

の

万

あ
わ

福

を

祈

る

」

を

書

い

た

も

の

で

あ

ろ

う

。
「

高

堂

」

は

〈

立

派

な

家

屋

・

立

派

な

人

の

住

む

家

〉

の

こ

と

で

あ

る

が

、
そ

こ

か

ら

、
そ

う

し

た

家

に

住

む

人

を

敬

っ

て

い

う

語

と

し

て

も

使

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

「

併

祈

貴

家

之

万

福

」

と

い

う

表

現

も

あ

り

、

定

型

表

現

と

い

っ

て

よ

い

。

こ

の

年

賀

状

の

表

に

は

、

大

津

郵

便

電

信

局

の

「

請

取

人

左

ノ

所

へ

移

転

候

ニ

付

持

戻

リ

候

也

」

と

い

う

紙

が

貼

ら

れ

て

い

る

の

で

、

も

し

か

す

る

と

こ

の

年

賀

状

は

う

ま

く

届

か

な

か

っ

た

か

も

し

れ

な

い

。

そ

れ

は

と

も

か

く

と

し

て

、

年

賀

状

の

こ

と

ば

は

い

わ

ゆ

る

「

漢

文

」

で

、

貼

ら

れ

て

い

る

紙

に

書

か

れ

て

い

る

の

は

、

い

わ

ゆ

る

「

候

文

」

で

あ

る

。

現

在

は

「

あ

て

所

に

尋

ね

あ

た

り

ま

せ

ん

」
「

あ

て

名

不

完

全

で

配

達

で

き

ま

せ

ん

」

と

い

っ

た

文

が

貼

付

さ

れ

る

。

「

請

取

人

」
が
「

移

転

」
し

て

い

る

か

ら
「

持

戻

」
っ

た

、
と

説

明

す

る

の

と
「

尋

ね

あ

た

り

ま

せ

ん

」

と

説

明

す

る

の

と

で

は

、

文

の

構

造

、

そ

の

も

と

と

な

る

発

想

、

い

ず

れ

に

も

か

な

り

の

違

い

が

あ

る

。

「

言

語

表

現

の

も

と

と

な

る

発

想

」
「

発

想

に

基

づ

い

た

言

語

表

現

の

構

造

」

は

い

ず

れ

も

重

要

で

あ

る

が

、

今

こ

こ

で

は

そ

れ

は

話

題

に

し

な

い

こ

と

に

す

る

。

こ

こ

で

は

、

明

治

三

十

六

年

に

は

こ

う

い

う

と

こ

ろ

に

も

「

候

文

」

が

使

わ

れ

て

い

た

こ

と

に

注

目

し

た

い

。

つ

ま

り

、

こ

れ

が

当

時

の

「

書

き

こ

と

ば

」

の

一

つ

で

あ

っ

た

。

し

か

し

、
「

書

き

こ

と

ば

」

と

し

て

「

候

文

」

を

使

っ

て

い

る

か

ら

と

い

っ

て

、
「

候

文

」

で

話

し

て

い

た

わ

け

で

は

な

い

。

明

治

三

十

六

年

二

月

に

は

小

杉

天

外

の

「

魔

風

恋

風

」

と

い

う

小

説

が

『

読

売

新

聞

』

に

発

表

さ

れ

て

い

る

。

「

あ

の

、

女

子

学

院

の

生

徒

で

、

大

変

に

英

語

の

優

る

女

で

す

ツ

て

。

で

す

か

ら

ね

、

昨

日

な

ん

か

で
き

ひ
と

も

、
皇

后

陛

下

の

御

前

に

出

て

ね

、
何

か

英

語

の

お

話

を

御

覧

に

入

れ

る

予

定

で

し

た

ツ

て

…

…

。
」

つ

も

り

「

爾

う

、

其

様

な

に

優

る

の

？

だ

ツ

て

、

未

だ

十

五

六

に

き

や

成

ら

無

い

つ

て

ぢ

や

あ

り

ま

せ

ん

そ

い
ま

か

。
」
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右

は

「

若

い

二

人

の

看

護

婦

」

の

会

話

と

い

う

設

定

で

あ

る

が

、

現

代

日

本

語

に

ち

か

い

「

話

し

こ

と

ば

」

を

使

っ

て

い

る

。

別

の

箇

所

で

は

「

巡

査

」

が

「

今

此

処

を

通

つ

ち

や

可

か

ん

」

と

言

っ

て

い

る

。

こ

こ

い

い

ず

れ

も

「

候

文

」

で

は

な

い

。

こ

の

よ

う

に

、
「

書

き

こ

と

ば

」

と

「

話

し

こ

と

ば

」

と

は

言

語

の

あ

り

か

た

そ

の

も

の

が

か

な

り

違

っ

て

い

た

。
「

言

語

の

あ

り

か

た

そ

の

も

の

」

を

「

言

語

態

」

と

表

現

す

る

な

ら

ば

、
「

書

き

こ

と

ば

」

と

「

話

し

こ

と

ば

」

は

異

な

る

言

語

態

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

二

つ

の

言

語

態

を

接

近

さ

せ

よ

う

と

い

う

の

が

明

治

二

十

年

頃

か

ら

盛

ん

に

な

っ

た
「

言

文

一

致

運

動

」

で

あ

っ

た

。
「

言

＝

話

し

こ

と

ば

」

と

「

文

＝

書

き

こ

と

ば

」

を

近

づ

け

よ

う

と

い

う

こ

と

で

あ

る

が

、

接

近

は

、
「

話

す

よ

う

に

書

く

」

す

な

わ

ち

、
「

書

き

こ

と

ば

」

を

「

話

し

こ

と

ば

」

に

近

づ

け

る

と

い

う

方

向

で

模

索

さ

れ

、

明

治

四

十

年

頃

に

は

あ

る

程

度

の

達

成

を

み

た

、

と

考

え

ら

れ

て

い

る

。

「

話

し

こ

と

ば

」

と

「

書

き

こ

と

ば

」

と

は

異

な

る

言

語

態

で

あ

る

と

い

う

認

識

は

大

事

だ

。

現

在

に

お

い

て

は

、
「

文

＝

書

き

こ

と

ば

」

が

「

言

＝

話

し

こ

と

ば

」

寄

り

に

あ

る

。

そ

の

た

め

に

、

二

つ

の

言

語

態

と

い

う

感

覚

が

曖

昧

に

な

り

や

す

い

。

（

今

野

真

二

『

う

つ

り

ゆ

く

日

本

語

を

よ

む

ー

こ

と

ば

が

壊

れ

る

前

に

』

に

よ

る

）

注

１

マ

ナ

リ

ズ

ム

マ

ン

ネ

リ

ズ

ム

。

型

に

は

ま

り

独

創

性

を

失

う

傾

向

の

こ

と

。

注

２

慷

慨

世

の

中

の

こ

と

や

自

己

の

運

命

を

、

憤

り

嘆

く

こ

と

。

こ
う

が
い

注

３

遊

冶

郎

遊

び

人

。

放

蕩

者

の

こ

と

。

ゆ
う

や

ろ
う

問

一

二

つ

の

課

題

文

を

踏

ま

え

、
「

日

本

語

表

現

の

多

様

な

姿

と

、

そ

の

意

味

と

機

能

」

と

い

う

テ

ー

マ

で

あ

な

た

が

考

え

た

こ

と

に

つ

い

て

、

具

体

例

を

挙

げ

て

論

じ

な

さ

い

。
（

六

〇

〇

字

以

内

）

問

二

二

つ

の

課

題

文

を

参

考

に

し

た

場

合

、

ど

の

よ

う

な

研

究

あ

る

い

は

創

作

が

可

能

で

あ

る

と

考

え

ま

す

か

。

現

在

、

あ

な

た

が

尾

道

市

立

大

学

日

本

文

学

科

で

学

び

た

い

と

考

え

て

い

る

内

容

と

関

連

づ

け

て

具

体

的

に

述

べ

な

さ

い

。
（

四

〇

〇

字

以

内

）
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（ 出典・出題のねらい・評価の観点 ） 

 

出典 課題文2つ 

永川玲二『ことばの政治学』（同時代ライブラリー）  432 頁 ～ 436 頁  岩波書店  2017年10月 

今野真二『うつりゆく日本語をよむーことばが壊れる前に』  6頁 ～ 10 頁  岩波書店  2021年12月 

 

問１ 二つの課題文を踏まえ、「日本語表現の多様な姿と、その意味と機能」というテーマであなたが考えたことに

ついて、具体例を挙げて論じなさい。（ 600字以内） 

問 2 二つの課題文を参考にした場合、どのような研究あるいは創作が可能であると考えますか。現在、あなたが

尾道市立大学日本文学科で学びたいと考えている内容と関連づけて具体的に述べなさい。（ 400字以内） 

 

出題のねらい 

・説明的文章の基礎的な読解力をみる。 

・日本文学を学ぶにあたって基本となることばの多様性への関心や論理的思考力、文章表現力をみる。具体的には

日本語の文体と使い分け、言語態の差異に関する課題文を読み、内容を踏まえた上で、自分自身の知識や経験に

関連づけて日本の文学および文化についての論を展開することができるかを問う。 

・課題文に関連づけた研究あるいは創作の可能性をわかりやすく説明できるかを問うと同時に、本学での学びに向

けての意欲を測定する。 

 

評価の観点 （ 50点満点 ） 

1． 設問を正しく理解した上で、文章から正確に情報を読み取っているか。 

2． 設問を正しく理解した上で、適切な（論の展開に必要な）具体例が挙げられているか。 

3． 課題文や具体例、自分自身の知識や経験を活用した上で、論理的な文章が構成されているか。 

4． 文章の構成を工夫した上で、読み手にわかりやすい説明をしているか。 

5． 設問を正しく理解した上で、本学での学びのイメージと具体的に結びつけて説明しているか。 
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