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	 	 　 次 の 文 章 を 読 ん で 、 後 の 問 い に 答 え よ 。

ま ず 、 言 葉 を 定 義 す る と こ ろ か ら は じ め よ う 。 「 教 育 格 差 」 と は 、 本 人 が 変 え る こ と の で き な

い 初 期 条 件 （ 「 生 ま れ 」 ） に よ っ て 、 学 力 や 学 歴 な ど 教 育 成 果 に 差 が あ る こ と だ 。 一 方 、 「 学 歴 格 差 」

は 、 最 終 学 歴 に よ っ て 処 遇 が 異 な る こ と を い う 。 た と え ば 、 （ 有 名 ） 大 卒 の 学 歴 が 潜 在 能 力 の 高

さ を 示 す シ グ ナ ル と 解 釈 さ れ て 、 希 望 す る 企 業 や 官 公 庁 に 就 職 し や す か っ た り 、 組 織 内 部 で も 昇

進 コ ー ス に 配 属 さ れ や す か っ た り す る こ と だ 。

二 〇 〇 〇 年 代 以 降 「 教 育 格 差 」 も 話 題 に な っ て き た が 、 多 く の 人 が 身 近 な 話 題 と し て 感 じ て き

た の は 戦 後 の 長 い 期 間 メ デ ィ ア で 取 り 上 げ ら れ て き た 「 学 歴 社 会 」 だ ろ う 。 た だ 、 　 こ の よ う な

メ デ ィ ア の 報 じ 方 や 人 々 の 感 じ 方 は 、 必 ず し も 　 社 会 の 実 態 を 反 映 し て い る わ け で は な い 。 こ れ

ま で の 調 査 結 果 が （ 多 少 の 変 動 を 伴 い な が ら も ） 　 イ ッ カ ン し て 示 し て い る の は 、 戦 後 日 本 社 会

に は 常 に 「 教 育 格 差 」 が あ り 、 ま た 、 同 時 に 、 「 学 歴 格 差 」 が あ る こ と だ 。 「 生 ま れ 」 は 本 人 の 学

歴 を 通 し て 収 入 を 含 む 社 会 的 地 位 に 変 換 さ れ て い る こ と に な る 。 「 生 ま れ 」 に よ っ て （ 平 均 的 に は ）

最 終 学 歴 が 異 な り 、 学 歴 確 定 後 の 人 生 の 可 能 性 が 制 限 さ れ て い る の で あ る 。 前 近 代 の よ う に 身 分

が そ の ま ま 世 襲 さ れ る わ け で は な い が 、 「 生 ま れ 」 ・ 学 歴 ・ そ の 後 の 人 生 に 関 連 が あ る 日 本 は 、 「 緩

や か な 身 分 社 会 」 と い え る 。

「 教 育 格 差 」 が 社 会 問 題 と し て 指 摘 さ れ る よ う に な っ た の は バ ブ ル 経 済 崩 壊 後 で あ る 一 九 九 ○

年 代 後 半 、 一 般 的 に メ デ ィ ア な ど で 浸 透 す る よ う に な っ て き た の は 二 ○ ○ ○ 年 代 で 、 そ の 後 半 に

な る と 「 子 ど も の 貧 困 」 も 頻 繁 に 取 り 上 げ ら れ る よ う に な っ た 。 換 言 す れ ば 、 低 成 長 期 に な っ て

か ら 「 子 ど も の 貧 困 」 を 含 む 「 教 育 格 差 」 が 社 会 問 題 と し て 認 識 さ れ る よ う に な っ て き た わ け だ 。

た だ 、 高 度 経 済 成 長 期 や そ の 後 の バ ブ ル 崩 壊 前 ま で の 安 定 成 長 期 で あ っ て も 、 「 生 ま れ 」 に よ っ

て 学 歴 達 成 に 違 い の あ る 「 教 育 格 差 」 は 存 在 し て き た 。 一 部 の 研 究 者 を 除 い て は 、 注 目 し て こ な

か っ た だ け だ 。

【 た と え ば 、 図 ① に あ る よ う に 、 父 親 が 大 学 を 卒 業 し

て い る か ど う か （ 父 ・ 大 卒 ） と い う 単 純 な 「 生 ま れ 」 の

区 分 だ け で も 、 本 人 が 大 卒 に な っ た か と い う 結 果 に 大

き な 格 差 が あ る こ と が わ か る 。 二 〇 一 五 年 時 点 の 二 十

代 男 性 で あ れ ば 、 父 が 大 卒 で あ る と 　 　 　 　  ％ が 大 卒 と

な っ た が 、 父 が 非 大 卒 で あ る と 三 五 ％ に 限 ら れ る 。 こ

の よ う な 格 差 の 傾 向 は す べ て の 年 齢 層 で 確 認 で き て 、

二 〇 一 五 年 時 点 の 七 十 代 で も 見 ら れ る （ 父 ・ 大 卒 だ と

　 　 　 　  ％ 、 父 ・ 非 大 卒 だ と 一 九 ％ が 大 卒 に な っ た ） 。 】

「 教 育 格 差 」 は 二 〇 〇 〇 年 代 以 降 だ け の 話 で は な い 、 本

書 の 読 者 全 員 が 育 つ 過 程 で 存 在 し た の だ 。 す な わ ち 、 「 い

つ の 時 代 に も 教 育 格 差 が あ っ た 」 、 そ れ が 戦 後 日 本 社 会
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で あ る （ 女 性 に つ い て も 同 様 ） 。 近 年 話 題 に な っ て い る 「 子 ど も の 貧 困 」 は 「 教 育 格 差 」 の 一 部

で あ り 、 経 済 安 定 成 長 期 の 　 一 九 七 〇 、 八 〇 年 代 に 十 五 歳 で あ っ た 世 代 に も 存 在 し た 。 貧 困 「 率 」

は 上 昇 し て い て そ れ 自 体 注 目 さ れ る べ き 点 だ が 、 一 九 七 〇 、 八 〇 年 代 は 十 五 歳 の 人 口 規 模 が 大 き

か っ た の で 、 「 子 ど も の 貧 困 」 状 態 下 に あ る 子 供 の 人 数 は そ う 変 わ っ て い な い し 、 現 在 　 貧 困 下

に あ る 子 供 た ち よ り も （ さ ら に ） 物 質 的 に 恵 ま れ て い な か っ た 。 そ れ に も か か わ ら ず 、 少 な く と

も 『 読 売 新 聞 』 と 『 朝 日 新 聞 』 は 二 ○ ○ 八 年 に な る ま で 「 子 ど も の 貧 困 」 に つ い て ほ と ん ど 報 じ

て い な い 。 こ の メ デ ィ ア に 見 過 ご さ れ た 時 期 に 貧 困 下 で 育 っ た と 思 わ れ る 子 供 た ち の 学 歴 達 成 は 、

同 時 期 の 他 の 子 供 た ち と 比 べ る と 明 確 に 低 く 、 学 歴 に よ っ て 処 遇 が 異 な る 「 学 歴 社 会 」 で あ る こ

と も 変 わ っ て い な い 。

「 い や 、 義 務 教 育 が あ る じ ゃ な い か 、 機 会 は 全 員 に 与 え ら れ て い る は ず だ 」 、 と い う 声 も あ る か

も し れ な い 。 確 か に 、 日 本 の 義 務 教 育 制 度 は 「 平 等 主 義 的 」 と し て 海 外 の 研 究 者 に も 評 価 さ れ て

き た 。 実 際 の と こ ろ 、 学 習 指 導 要 領 や 地 方 へ の 財 政 的 支 援 （ 国 庫 負 担 金 ） な ど に よ っ て 、 日 本 の

ど の 地 域 で あ っ て も 一 定 の 教 育 が 　 ホ シ ョ ウ さ れ て い る 。 た だ 、 　 「 生 ま れ 」	 の 影 響 を 打 ち 消 す に

は あ ま り に 不 十 分 な の が 実 態 だ 。 こ の 点 を 、 近 年 の 信 頼 で き る デ ー タ で 確 認 し よ う 。

「 国 際 数 学 ・ 理 科 教 育 動 向 調 査 」 （ Ｔ Ｉ Ｍ Ｓ Ｓ ） の 二 〇 一 五 年 調 査 の 分 析 結 果 に よ れ ば 、 小 学 校

入 学 時 点 で 、 親 の （ 短 大 卒 以 上 の ） 大 卒 者 数 に よ っ て 児 童 間 に 読 み 書 き と 算 数 の 基 礎 学 力 の 格 差

が あ る 。 小 学 校 四 年 生 の 算 数 に つ い て も 、 た と え ば 、 親 の 大 卒 者 数 で 児 童 間 に 大 き な 学 力 格 差 が

存 在 す る （ 平 均 五 〇 ・ 標 準 偏 差 一 ○ の 国 内 偏 差 値 で み る と 、 親 の 大 卒 者 数 ○ ～ 二 の 順 で 、 各 層 の

平 均 は 四 六 、 四 九 、 五 四 。 偏 差 値 六 ○ 以 上 の 割 合 は 各 層 で 七 ％ 、 一 二 ％ 、 二 六 ％ ） 。

学 校 教 育 と 親 和 性 の 高 い 両 親 大 卒 層 （ 大 卒 者 数 二 ） は 日 本 中 の 小 学 校 に 均 等 に 住 ん で い る わ け

で は な い の で 、 学 校 間 格 差 も 大 き い 。 両 親 大 卒 割 合 が 九 〇 ％ の 小 学 校 が あ る 一 方 、 〇 ％ の 学 校 も

同 じ 国 内 に 存 在 し 、 こ の 割 合 は 各 学 校 の 平 均 的 な 学 力 と 一 定 の 相 関 関 係 が あ る （ 係 数 ○ ・ 六 三 ） 。

九 八 ％ の 児 童 は 公 立 校 に 通 っ て い る の で 、 こ れ ら は 一 部 の 国 私 立 校 だ け が 恵 ま れ て い る と い る

と い う 話 で は な い 。 そ う 、 標 準 化 さ れ た 制 度 下 に お け る 公 立 小 学 校 で あ っ て も 、 社 会 経 済 的 文 脈

は 学 校 に よ っ て ま っ た く 異 な り 、 公 立 学 校 間 で も 明 確 な 学 力 格 差 が あ る の で あ る 。 「 こ の 学 校 の

子 供 た ち は 勉 強 が よ く で き る 」 と 言 う と き 、 そ れ は 間 接 的 に 両 親 大 卒 割 合 が 高 い と い う 「 生 ま れ 」

を 称
（ 注 ）

揚 し て い る 可 能 性 が あ る の だ 。

小 学 校 で 確 認 で き る 格 差 は 学 力 だ け で は な い 。 個 人 間 ・ 学 校 間 で 、 親 の 子 に 対 す る 大 学 進 学 期

待 、 習 い 事 、 通 塾 、 学 習 努 力 （ 時 間 ） 、 メ デ ィ ア 消 費 時 間 、 そ し て 、 親 の 学 校 関 与 に つ い て 、 格

差 を 確 認 で き る 。 　 制 度 と し て 標 準 化 さ れ て い て も 、 ど ん な 「 生 ま れ 」 の 家 庭 に 育 っ た 児 童 が 集

ま っ て い る か に よ っ て 、 ま っ た く 異 な る 　 「 ふ つ う の 小 学 校 生 活 」	 が あ る の で あ る 。 「 生 ま れ 」 （ 家

庭 環 境 ） と 居 住 地 域 に よ っ て 相 対 的 に 有 利 ・ 不 利 な 教 育 環 境 が 地 層 の よ う に 細 か く 折 り 重 な っ て

い る の だ 。

児 童 の 「 生 ま れ 」 と 関 連 す る 様 々 な 学 校 間 格 差 と い う 現 実 の 前 で は 「 機 会 均 等 」 は 幻 想 に 過 ぎ

な い 。 実 際 の と こ ろ 、 「 扱 い の 平 等 」 に 基 づ く 現 在 の 制 度 で は 学 力 な ど の 格 差 を 埋 め る こ と は で

き て い な い 。 こ れ は 中 学 校 に 進 学 し た 後 も 同 様 だ 。 こ の 点 は 、 政 令 指 定 都 市 で あ る さ い た ま 市 以

外 で 実 施 さ れ た 「 埼 玉 県 学 力 ・ 学 習 状 況 調 査 」 の デ ー タ で 確 認 で き る 。 公 立 小 中 学 校 に 通 っ て い

る 小 四 か ら 中 三 ま で の 子 供 た ち を 毎 年 追 跡 し 、 同 じ 物 差 し で 　 ハ カ る こ と で 学 力 変 化 を 明 ら か に
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で き る 学 力 調 査 だ 。

親 の 学 歴 は 調 べ ら れ て い な い の で 「 家 庭 の 蔵 書 数 」 を 文 化 的 資 源 の 代 理 指 標 と し て 、 小 学 校 六

年 か ら 中 学 校 三 年 ま で の 同 年 齢 の 集 団 を 分 析 す る と 、 ま ず 、 六 年 生 の と き に 国 語 の 学 力 格 差 が あ

る 。 そ し て 、 家 庭 の 蔵 書 数 別 の ど の 層 で あ っ て も 中 学 一 年 、 二 年 、 三 年 と 前 年 よ り 学 力 を 向 上 さ

せ て い る が 、 格 差 そ の も の は 大 き く も 小 さ く も な っ て い な い 。 教 科 を 数 学 に し て も 、 他 の 年 齢 集

団 や 異 な る 　 タ イ シ ョ ウ 学 年 （ た と え ば 小 四 ～ 六 ） に し て も 、 大 ま か な 傾 向 は 変 わ ら な い 。 学 力

格 差 は 平 均 的 に は 拡 大 も 縮 小 も せ ず 、 維 持 さ れ て い る 。 先 を 走 っ て い る 集 団 と 同 じ 速 度 で 走 っ て

い る だ け で は 、 い つ ま で 経 っ て も 追 い つ く こ と は で き な い 。 　 格 差 が 平 行 移 動 し て い る だ け な の だ 。

	 （ 『 教 育 論 の 新 常 識 　 格 差 ・ 学 力 ・ 政 策 ・ 未 来 』 松 岡  亮 二 編 著

	 「 日 本 社 会 が 直 視 し て こ な か っ た 『 教 育 格 差 』 」 松 岡  亮 二 に よ る ）

※ な お 、 問 題 の 都 合 上 、 一 部 省 略 し て あ る 。

　 　 （ 注 ） 　 称 揚 … ほ め あ げ る 。

問 一 　 波 線 部 Ａ ～ Ｅ の 片 仮 名 を 漢 字 に 、 漢 字 を 平 仮 名 に そ れ ぞ れ 改 め よ 。

問 二 　 二 重 傍 線 部 「 換 言 す れ ば 」 の 使 い 方 と し て 、 正 し い も の を 次 の ア ～ オ か ら 一 つ 選 ん で 、 記

号 で 答 え よ 。

ア 　	 昨 日 の 晩 御 飯 は オ ム ラ イ ス だ っ た 。 オ ム ラ イ ス は 好 物 で は な い の で 、 換 言 す れ ば 、 満 足

だ っ た 。

イ 　	 明 日 の 社 会 見 学 に は 、 お 菓 子 や ゲ ー ム 、 ト ラ ン プ な ど は 持 っ て き て は い け な い 。 換 言 す

れ ば 、 遠 足 は 遊 び で は な い と い う こ と で あ る 。

ウ 　	 君 た ち は 来 年 い よ い よ 大 学 生 で あ る 。 人 間 は 進 化 し な け れ ば な ら ず 、 換 言 す れ ば 、 時 に

は あ き ら め て 退 く こ と も 大 切 で あ る 。

エ 　	 エ コ バ ッ ク を 持 参 す る 習 慣 が 根 付 き つ つ あ る 。 プ ラ ス チ ッ ク は 石 油 に 換 言 す れ ば 、 新 し

い 燃 料 と な る こ と が で き る の で あ る 。

オ 　	 今 の 日 本 は ま だ バ リ ア フ リ ー と は 言 え な い 。 換 言 す れ ば 、 日 本 は 様 々 な 意 味 で 最 先 端 の

文 化 的 国 家 な の で あ る 。

問 三 　 傍 線 部 ① 「 こ の よ う な 」 が 修 飾 し て い る 部 分 は ど こ か 。 正 し い も の を 次 の ア ～ オ か ら 一 つ

選 ん で 、 記 号 で 答 え よ 。

ア	 　 メ デ ィ ア

イ 　 メ デ ィ ア の 報 じ 方

ウ 　 人 々

エ 　 人 々 の 感 じ 方

オ 　 メ デ ィ ア の 報 じ 方 や 人 々 の 感 じ 方

Ｅ

⑦

― 四 ―

問 四 　 傍 線 部 ② 「 社 会 の 実 態 」 と は ど の よ う な も の か 。 本 文 中 か ら 、 そ れ を 端 的 に 言 い 表 し て い

る 表 現 を 探 し 、 八 文 字 で 抜 き 出 せ 。

問 五 　 【 　 　 】 で 囲 ま れ た 部 分 の 、 空 欄 　 　 　 　  と 　 　 　 　  に 入 る 数 字 と し て 正 し い も の を 、 次 の

ア ～ オ か ら 一 つ ず つ 選 ん で 、 そ れ ぞ れ 記 号 で 答 え よ 。

ア 　 九 〇 　 　 　 　 イ 　 八 五 　 　 　 　 ウ 　 八 〇 　 　 　 エ 　 七 五 　 　 　 　 オ 　 五 六

　

問 六 　 傍 線 部 ③ 「 一 九 七 〇 、 八 〇 年 代 に 十 五 歳 で あ っ た 世 代 」 の 中 で 、 一 九 七 〇 年 に 十 五 歳 で 父

親 が 非 大 卒 で あ る 子 が 、 二 〇 一 五 年 時 点 で 最 終 学 歴 が 大 卒 以 上 で あ る 割 合 は お よ そ い く つ か 。

次 の ア ～ オ か ら 正 し い も の を 一 つ 選 ん で 、 記 号 で 答 え よ 。

ア 　 七 八 ％ 　 　 　 イ 　 四 三 ％ 　 　 　 ウ 　 三 五 ％ 　 　 エ 　 二 五 ％ 　 　 　 オ 　 九 ％

問 七 　 傍 線 部 ④ 「 『 生 ま れ 』 の 影 響 」 と あ る が 、 「 生 ま れ 」 と は 何 か 。 本 文 中 か ら 十 七 文 字 で 抜 き

出 し て 、 始 め と 終 わ り の 三 文 字 を そ れ ぞ れ 記 せ 。

問 八 　 傍 線 部 ⑤ 「 制 度 と し て 標 準 化 さ れ 」 と は 、 具 体 的 に ど の よ う な こ と を 言 っ て い る の か 。 本

文 中 の 言 葉 を 利 用 し て 、 二 五 文 字 以 内 で 説 明 せ よ 。

問 九 　 傍 線 部 ⑥ 「 『 ふ つ う の 小 学 校 生 活 』 」 に つ い て 、 な ぜ こ の 部 分 に 「 　 」 が 施 さ れ て い る の か 。

そ の 説 明 と し て 最 適 な も の を 、 次 の ア ～ オ か ら 選 ん で 、 記 号 で 答 え よ 。

ア 　	 こ の 部 分 は 筆 者 が 強 調 し た い こ と で あ る の で 、 小 学 生 に 「 ふ つ う の 小 学 校 生 活 」 を 過 ご

さ せ た い と い う 思 い を 読 者 に わ か ら せ る た め 。

イ 　	 こ こ で 言 う 「 ふ つ う 」 は 辞 書 に 載 っ て い る 「 標 準 的 な 」 と い う 意 味 で は な く 、 家 庭 環 境

や 居 住 地 域 に よ っ て 定 義 が 変 わ る よ う な も の だ か ら 。

ウ 　	 家 庭 環 境 や 居 住 地 域 は 、 本 人 の 意 思 で は 決 め ら れ な い も の で あ る の で 、 い わ ゆ る 標 準 と

い う 意 味 の 「 ふ つ う 」 は 大 切 な こ と だ か ら 。

エ 　	 「 生 ま れ 」 に よ っ て 教 育 の 機 会 均 等 は 破 ら れ て は な ら ず 、 さ い た ま 市 の 調 査 な ど か ら 判

明 し た 実 態 に 、 作 者 は 憤 然 と し て い る か ら 。

オ 　	 九 八 ％ の 児 童 が 公 立 校 に 通 っ て い る の で 、 公 立 校 の デ ー タ が 「 ふ つ う 」 で あ る と い う エ

ビ デ ン ス を 示 し て い る と 考 え て い る か ら 。

問 十 　 傍 線 部 ⑦ 「 格 差 が 平 行 移 動 し て い る だ け な の だ 」 は ど の よ う な 実 態 を 言 っ て い る の か 。 こ

こ で の 「 格 差 」 の 定 義 を 説 明 し た う え で 、 五 十 文 字 以 内 で 説 明 せ よ 。

ⅰ ⅱ

① ②

③ ④
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― 八 ―

問 一 　 波 線 部 Ａ ～ Ｅ の 片 仮 名 を 漢 字 に 、 漢 字 を 平 仮 名 に そ れ ぞ れ 改 め よ 。

問 二 　 二 重 線 部 「 オ ル フ ェ ウ ス の 神 話 」 は ギ リ シ ャ 神 話 の 一 遍 で あ る 。 次 の 中 で 、 ギ リ シ ャ 神 話

に 登 場 す る 神 を 全 て 選 ん で 、 記 号 で 答 え よ 。

ア 　 ポ ー 　 　 　 　 　 　 　 イ 　 デ ィ ケ ン ズ 　 　 ウ 　 ア フ ロ デ ィ テ 　 　 エ 　 ボ ー ヴ ォ ワ ー ル

オ 　 ヘ ミ ン グ ウ ェ イ 　 　 カ 　 ア ポ ロ ン 　 　 　 キ 　 ジ ッ ド 　 　 　 　 　 ク 　 ヘ ッ セ

問 三 　 傍 線 部 ① 「 誰 も い な い こ と を 期 待 し て 」 い た の は な ぜ か 。 そ の 理 由 と し て 最 適 な も の を 、

次 の ア ～ オ か ら 選 ん で 、 記 号 で 答 え よ 。

ア 　	 今 日 の 調 律 は う ま く い か な か っ た の で 、 こ れ か ら 練 習 し よ う と 思 っ て い る の に 、 人 が い

た ら 練 習 の 邪 魔 に な る か ら 。

イ 　	 遅 い 時 間 に 帰 社 し た の で 、 他 の 人 が い る と 仕 事 を 中 断 し て も ら わ な け れ ば な ら ず 、 迷 惑

を か け る こ と を 危 惧 す る か ら 。

ウ 　	 会 社 の 規 則 を 守 ら な か っ た こ と に つ い て は 深 い 反 省 を し て い る の で 、 会 社 の 人 に 励 ま さ

れ る と か え っ て つ ら く な る か ら 。

エ 　	 自 分 で や っ た 初 め て の 調 律 が う ま く い か な か っ た た め に 、 職 場 の 人 た ち が 厳 し く 責 め る

は ず な の で 、 会 い た く な い か ら 。

オ 　	 自 分 の お ご り か ら し た こ と が う ま く い か な か っ た こ と で 、 自 分 の 未 熟 さ を 情 け な く 思 い 、

そ っ と し て お い て ほ し い か ら 。

問 四 　 傍 線 部 ② 「 果 て し な く 遠 か っ た 」 と い う の は 、 オ ル フ ェ ウ ス が 振 り 返 っ て 亡 き 妻 を 見 た 時

の 距 離 を 言 っ て い る の だ が 、 外 村 は 自 分 の 現 在 の 状 態 に 重 ね て 考 え て い る 。 そ れ は ど の よ う

な 状 態 か 。 当 て は ま る 部 分 を 本 文 中 か ら 探 し て 、 十 五 文 字 以 内 で 抜 き 出 せ 。

問 五 　 傍 線 部 ③ 「 森 は 深 い 。 そ れ で も 引 き 返 す つ も り は な い の だ と は っ き り 気 づ い た 」 は 、 外 村

の 気 持 ち を 表 し た 比 喩 で あ る 。 ど の よ う な 気 持 ち を 表 出 し て い る か 。 次 の 空 欄 を 、 本 文 中 の

語 句 を 用 い て 補 え 。 た だ し Ａ は 三 文 字 、 Ｂ は 十 一 文 字 で あ る 。

　 　 　 　

  の 仕 事 で 一 人 前 に な る ま で は 先 が 長 く 、 道 も 不 明 瞭 だ が 、
　 　 　 　

  を 目 指 し て 進 み

た い と い う 気 持 ち 。

問 六 　 傍 線 部 ④ 「 そ こ 」 が 示 し て い る も の は 何 か 。 簡 潔 に 説 明 せ よ 。

問 七 　 傍 線 部 ⑤ 「 答 え は わ か っ て い た 」 に つ い て 、 「 答 え 」 と は ど の よ う な 内 容 か 。 具 体 的 に 説

明 せ よ 。
Ａ Ｂ

― 五 ―

	 	 　 次 の 文 章 を 読 ん で 、 後 の 問 い に 答 え よ 。

夜 に な っ て 、 急 激 に 気 温 が 下 が っ て い た 。 フ ロ ン ト ガ ラ ス が 曇 る 。 の ろ の ろ と 運 転 し て 、 ク ラ

ク シ ョ ン を 何 度 も 鳴 ら さ れ な が ら 帰 っ た 。

店 に 戻 る と 、 一 階 の シ ャ ッ タ ー は 下 り て い る も の の 、 二 階 に は ま だ 電 気 が つ い て い た 。 そ う 遅

い 時 間 で は な い が 、 ピ ア ノ 教 室 が 入 っ て い な い 曜 日 に は 、 六 時 半 に 店 を 閉 め て し ま う 。 人 が 残 っ

て い な い と い い と 思 っ た 。

通 用 口 か ら 入 っ て 、 二 階 へ 上 る 。 二 つ 提 げ た 鞄 が 重 い 。 　 誰 も い な い こ と を 期 待 し て ド ア を 開

け る と 、 今 日 に 限 っ て 板 鳥 さ ん が い た 。 出 先 か ら 戻 っ た ば か り な の か 、 外 出 用 の ジ ャ ケ ッ ト を 着

て い る 。 ま と も に 顔 を 見 る こ と が で き な か っ た 。 あ ん な に 憧 れ た の に 。 板 鳥 さ ん か ら 学 び た い こ

と が た く さ ん あ っ た は ず だ っ た の に 。 僕 の 技 術 は 未 熟 な ど と い う 域 に さ え 達 し て い な い 。 板 鳥 さ

ん に 教 わ れ る こ と な ど 何 ひ と つ な い だ ろ う 。

「 お 疲 れ さ ま で し た 」

穏 や か な 声 を か け ら れ て 、 い え 、 と し か 言 え な か っ た 。 そ れ 以 上 口 を 開 く と 気 持 ち が 崩 れ て し

ま い そ う だ っ た 。

「 ど う か し ま し た か 」

「 板 鳥 さ ん 」

震 え そ う に な る 声 を 抑 え る 。

「 調 律 っ て 、 ど う し た ら う ま く で き る よ う に な る ん で す か 」

聞 い て か ら 、 ば か な 質 問 だ と 思 っ た 。 う ま く ど こ ろ か 、 調 律 の 基 本 さ え で き な か っ た 。 半 年 間

は 先 輩 に つ い て 見 て 覚 え る 。 そ う い う 決 ま り な の に 、 勝 手 に 破 っ た の は 自 分 だ 。 も う 少 し の と こ

ろ で ふ り か え っ て 、 亡 き 妻 が 冥 界 へ 戻 っ て し ま っ た オ ル フ ェ ウ ス の 神 話 を 思 い 出 し た 。 ほ ん と う

に も う 少 し だ っ た ん だ ろ う か 。 近 く に 見 え て 、 き っ と ほ ん と う は 　 果 て し な く 遠 か っ た の だ ろ う

と 思 う 。

「 そ う で す ね え 」

板 鳥 さ ん は 考 え 込 む よ う な 顔 を し て み せ た が 、 実 際 に 考 え て い た の か ど う か は わ か ら な い 。 板

鳥 さ ん の つ く る 音 が 、 ふ っ と 　 ノ ウ リ を 掠
か す

め た 。 初 め て 聴 い た ピ ア ノ の 音 。 僕 は そ れ を 求 め て こ

こ へ き た 。 あ れ か ら 少 し も 近 づ い て は い な い 。 も し か し た ら 、 こ れ か ら も ず っ と 近 づ く こ と は で

き な い の か も し れ な い 。 初 め て 、 怖 い と 思 っ た 。 鬱
う っ そ う

蒼 と し た 森 へ 足 を 踏 み 入 れ て し ま っ た 怖 さ だ っ

た 。
「 い っ た い ど う し た ら 」

僕 が 言 い か け る と 、

「 も し よ か っ た ら 」

二

①

②

Ａ

　 こ こ ま で の あ ら す じ

　 主 人 公 外 村 は 北 海 道 の 山 間 の 高 校 に 通 う 生 徒 だ っ た 時 、 偶 然 聞 い た ピ ア ノ 調 律 師 板 鳥 の 音 に 憧 れ て 、 本 州 の 調

律 師 養 成 の た め の 専 門 学 校 に 通 う 。 卒 業 後 は 、 北 海 道 に 戻 り 、 板 鳥 の 勤 務 す る 楽 器 店 で 調 律 師 と し て 働 い て い る 。

半 年 間 は 見 習 い と い う 立 場 で 毎 日 先 輩 の 柳 に つ い て 調 律 に 行 っ て い る 。 あ る 日 急 な 事 案 で 、 柳 の お 客 さ ん か ら 依

頼 を 受 け 、 外 村 は 見 習 い の 立 場 に も か か わ ら ず 、 一 人 で 調 律 を 行 っ た 。 し か し そ れ は う ま く い か ず 、 依 頼 者 は 調

律 に 不 満 足 で あ っ た た め 、 後 日 の 柳 に よ る や り 直 し を 約 束 し て 、 依 頼 者 宅 を 後 に し て 、 事 務 所 に 戻 ろ う と し て い る 。

― 六 ―

板 鳥 さ ん が チ ュ ー ニ ン グ ハ ン マ ー を 差 し 出 し た 。 チ ュ ー ニ ン グ ピ ン を 締 め た り 　 緩 め た り す る

と き に 使 う ハ ン マ ー だ 。

「 こ れ 、 使 っ て み ま せ ん か 」

差 し 出 さ れ た ま ま 柄 を 握 っ た 。 持 っ て み る と 、 ず し り と 重 い の に 手 に ひ た っ と な じ ん だ 。

「 お 祝 い で す 」

お 祝 い と い う 言 業 の 意 味 を 計 り か ね て 、 怪 訝 そ う な 顔 を し て い た の だ ろ う 。

「 ハ ン マ ー は 要 り ま せ ん か 」

聞 か れ て 、 思 わ ず 、 要 り ま す 、 と 答 え て い た 。 　 森 は 深 い 。 そ れ で も 引 き 返 す つ も り は な い の

だ と は っ き り 気 づ い た 。

「 す ご く 使 い や す そ う で す 」

「 す ご く 使 い や す そ う な だ け で な く 、 実 は す ご く 使 い や す い の で す 。 よ か っ た ら ど う ぞ 。 私 か ら

の お 祝 い で す 」

板 鳥 さ ん は 穏 や か に 言 っ た 。

「 何 の お 祝 い で す か 」

こ ん な 日 に 。 記 憶 に あ る 限 り 、 僕 の 人 生 で い ち ば ん だ め だ っ た 日 に 。

「 な ん と な く 、 外 村 く ん の 顔 を 見 て い た ら ね 。 き っ と こ こ か ら 始 ま る ん で す よ 。 お 祝 い し て も い

い で し ょ う 」

「 あ り が と う ご ざ い ま す 」

お 礼 の 語 尾 が 震 え た 。 板 鳥 さ ん は 僕 を 励 ま そ う と し て く れ て い る の だ 。 森 の 入 口 に 立 っ た 僕 に 、

そ こ か ら 歩 い て く れ ば い い と 言 っ て く れ て い る の だ 。

板 鳥 さ ん の 使 っ て い る ハ ン マ ー を 、 一 度 手 に 持 っ て み た い と 願 っ て い た 。 道 具 の 手 入 れ を し て

い る と こ ろ を 何 度 も こ っ そ り 見 た 。 ど ん な 道 具 を 使 っ て い る の か 、 ど う 使 え ば あ の 音 を つ く り 出

せ る の か 、 知 り た く て し ょ う が な か っ た 。 ま さ か 、 こ ん な タ イ ミ ン グ で も ら う こ と に な る と は 思

わ な か っ た 。

「 板 鳥 さ ん 、 ひ と つ お 聞 き し て い い で す か 」

僕 は チ ュ ー ニ ン グ ハ ン マ ー を 右 手 に 握 り し め た ま ま 聞 い た 。

「 板 鳥 さ ん は ど ん な 音 を 目 指 し て い ま す か 」

こ れ ま で ず っ と 堪
こ ら

え て き た 質 問 だ っ た 。 聞 き た か っ た け れ ど 、 そ れ を 言 葉 で 聞 い て し ま っ て は

い け な い だ ろ う と 思 っ て き た 。 板 鳥 さ ん の つ く る 音 を 聴 い て 、 言 葉 を 通 さ ず に 、 そ の ま ま そ こ を

目 指 す し か な い 。 そ う 思 っ て き た は ず だ っ た 。 ど う し て 今 聞 い て し ま え た の か 、 わ か ら な い 。 欲

だ ろ う か 。 な り ふ り か ま わ ず 、 森 を 歩 く ど ん な ヒ ン ト で も 欲 し い と 思 っ た か ら か 。

「 目 指 す 音 で す か 」

板 鳥 さ ん は い つ も 通 り 穏 や か な 顔 を し て い た 。

目 指 す 音 は 人 そ れ ぞ れ で し ょ う 。 　 一 概 に は 言 え ま せ ん 。 そ の ピ ア ノ を 弾 く 人 の 好 み に 合 わ せ

ま す 。 演 奏 の 目 的 に も よ り ま す 。 ― 自 分 で 聞 い て お き な が ら 、 先 回 り し て 板 鳥 さ ん の 回 答 を 探

し て い る 。 で き る だ け 、 具 体 的 で な い 答 え が い い と 思 っ た 。 ほ ん と う に 僕 が 　 そ こ だ け を 目 指 し

て し ま わ な い よ う に 。

「 外 村 く ん は 、 原
は ら た み き

民 喜 を 知 っ て い ま す か 」

原 民 喜 。 聞 い た こ と は あ る 気 が す る 。 調 律 師 で は な か っ た と 思 う 。 演 奏 家 だ ろ う か 。

Ｂ

③

Ｃ

④

― 七 ―

「 そ の 人 が こ う 言 っ て い ま す 」

板 鳥 さ ん は 小 さ く 咳 払 い を し た 。

「 明 る く 静 か に 澄 ん で 懐 か し い 文 体 、 少 し は 甘 え て い る よ う で あ り な が ら 、 き び し く 深 い も の を

湛
た た

え て い る 文 体 、 夢 の よ う に 美 し い が 現 実 の よ う に た し か な 文 体 」

文 体 、 と い う の が 何 の こ と な の か わ か ら な か っ た 。 そ れ か ら 、 あ っ と 思 い 当 た っ た 。 原 民 喜 。

小 説 家 だ 。 高 校 の 現 国 の 時 間 に 文 学 史 で 覚 え た 名 前 だ っ た 。

「 原 民 喜 が 、 こ ん な 文 体 に 憧 れ て い る 、 と 書 い て い る の で す が 、 し び れ ま し た 。 私 の 理 想 と す る

音 を そ の ま ま 表 し て く れ て い る と 感 じ ま し た 」

文 体 を 音 に 替 え た と い う こ と だ ろ う か 。

「 す み ま せ ん 、 も う 一 度 、 お 顔 い し ま す 」

も う 一 度 、 よ く よ く 聞 い て お き た か っ た 。

「 も う 一 度 だ け で す よ 」

板 鳥 さ ん は 少 し く た び れ た ジ ャ ケ ッ ト の 背 を 伸 ば し た 。 ふ た た び 小 さ な 咳 払 い を す る 。

「 明 る く 静 か に 澄 ん で 懐 か し い 文 体 、 少 し は 甘 え て い る よ う で あ り な が ら 、 き び し く 深 い も の を

湛 え て い る 文 体 、 夢 の よ う に 美 し い が 現 実 の よ う に た し か な 文 体 」

あ あ 、 た し か に 。 た し か に そ う だ 。 明 る く 静 か に 澄 ん で 懐 か し い 。 甘 え て い る よ う で 、 き び し

く 深 い も の を 湛 え て い る 。 夢 の よ う に 美 し い が 現 実 の よ う に た し か な 音 。

そ れ が 、 板 鳥 さ ん の つ く り 出 す 音 だ 。 僕 の 世 界 を 変 え た 音 だ 。 僕 は そ の 音 に 憧 れ て こ こ に い る 。

高 校 の 体 育 館 で 板 鳥 さ ん の 音 を 聴 い て か ら 、 高 校 を 卒 業 す る ま で に 一 年 半 、 調 律 師 の 学 校 に 通 っ

て 二 年 、 こ こ に 就 職 し て 半 年 。 四 年 か か っ た 、 や っ と 今 、 こ こ に い る 。 こ こ か ら 行 く し か な い で

は な い か 。 何 も な い と こ ろ か ら 、 　 ア セ ら ず に 、 こ つ こ つ と 。

「 お や 」
板 鳥 さ ん が ド ア の ほ う へ 目 を や っ た 。 直 後 に 、 ド ア が 開 い て 柳 さ ん が 入 っ て き た 。

「 柳 さ ん 」

怒 っ た よ う な 顔 を し て 大 股 に 歩 い て き て 、 さ っ き 僕 が 運 ん だ キ ャ リ ー バ ッ グ の 持 ち 手 を つ か む 。

「 行 く ぞ 」

ど こ へ 、 と 聞 き そ う に な っ て し ま っ た 。 　 答 え は わ か っ て い た 。 慌 て て 自 分 の 調 律 鞄 を 取 る 。

「 で も 柳 さ ん 、 今 日 は 大 事 な 用 事 が 」

言 い 終 わ ら な い う ち に 遮 ら れ る 。

「 ど う せ 指 輪 忘 れ た ん だ 。 取 り に 来 た ん だ よ 。 ま た 彼 女 の と こ ろ へ 戻 る 。 で も そ の 前 に 、 ち ゃ ち ゃ っ

と 済 ま そ う ぜ 」

ち ゃ ち ゃ っ と 済 ま せ ら れ る よ う な も の で は な い 。 そ ん な こ と は 柳 さ ん は 重 々 わ か っ て い る 。

「 申 し 訳 あ り ま せ ん で し た 」

「 初 回 は 誰 だ っ て テ ン パ る ん だ 。 し ょ う が な い 。 外 村 は ち ょ っ と 早 ま っ た だ け だ 」

そ う 言 う と 、 板 鳥 さ ん に 向 か っ て 、 じ ゃ お 先 に 、 と 　 会 釈 を し た 。 　 直 帰 の は ず だ っ た の に 、

大 事 な 用 事 の あ る 夜 だ っ た の に 。

右 手 に 鞄 を 持 ち 、 左 手 に ハ ン マ ー を 握 り 、 柳 さ ん の 後 ろ を つ い て い く 。 挨 拶 し よ う と ふ り か え

る と 、 板 鳥 さ ん は ジ ャ ケ ッ ト の ボ タ ン を 外 し て 袖 を 捲
ま く

り 、 調 律 道 具 を 熱 心 に 磨 き は じ め て い た 。

	 （ 『 羊 と 鋼 の 森 』 宮 下  奈 都 に よ る ）

D

⑤

Ｅ ⑥

― 九 ―

問 八 　 傍 線 部 ⑥ 「 直 帰 の は ず だ っ た の に 、 大 事 な 用 事 の あ る 夜 だ っ た の に 」 に 続 く 言 葉 は ど の よ

う な も の か 。 五 十 文 字 以 内 で 記 せ 。

問 九 　 本 文 中 に 、 本 来 は 「 　 　 」 を 付 す べ き 会 話 で あ る が 、 外 村 の 想 像 で あ る た め に そ れ が 付 け

ら れ て い な い 部 分 が あ る 。 そ れ は ど こ か 。 該 当 す る 部 分 を 本 文 か ら 抜 き 出 し 、 そ の 始 め と 終

わ り の 五 文 字 を そ れ ぞ れ 記 せ 。 た だ し 句 読 点 は 字 数 に 含 め な い も の と す る 。

⑤ ⑥

⑦ ⑧
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問 解答番号 解答例 解答番号 解答例 解答番号 解答例 解答番号 解答例

一 問一 A 一貫 B ひんこんか C 保障 D 測

E 対象

問二 イ

問三 オ

問四 緩やかな身分社会

問五 i ウ ii オ

問六 エ

問七 本人が・・・期条件

問八 教育の機会は義務教育として全員に与えられていること。

問九 イ

問十 ここでの格差は学力格差を指している。学力格差は教育格差と直結し、差は成長によっても変化しない実態。

二
問一

A 脳裏 B ゆる C いちがい D 焦

E えしゃく

問二 ウ・カ　順不同

問三 オ

問四 調律の基本さえできなかった

問五 A 調律師 B 板鳥さんのつくり出す音

問六 板鳥さんの回答

問七 外村の調律のやり直しの家

問八 自分で引き受けた調律を未熟ゆえに失敗し、先輩の大事な用事を犠牲にさせてしまい本当に申し訳ない。

問九 目指す音は～もよります

問 解答番号 解答例

Ⅰ

問 1

1 I found I couldn’t give up my “foreign” ways.

2 ア

3 （ A ） ア （ B ） ウ （ C ） イ

4 ウ

問 2

Yes, I agree with this opinion.
First, school uniforms give high school students a sense of belonging.
Wearing same school uniforms give them a feeling that they are part of the same school.
Secondly, school uniforms mean equality. Students look the same in school uniforms whether their family is 
rich or poor.
Therefore, I think school uniforms are necessary for high school students. 

Ⅱ
問 1

1 taking 2 called 3 healthy 4 eaten

5 well 6 worried 7 older

問 2
（ A ） than （ B ） until （ C ） up （ D ） to

（ E ） gain

Ⅲ 問 1 1 C 2 B 3 C 4 B

問 2 1 B 2 A

Ⅳ 1 （  エ  ,  イ  ,  カ  ,  ウ  ,  ア  ,  オ  ） 

2 （  エ  ,  カ  ,  ウ  ,  イ  ,  オ  ,  ア  ）

3 （  カ  ,  ウ  ,  イ  ,  エ  ,  ア   , オ  ）

4 （  オ  ,  カ  ,  イ  ,  ウ  ,  ア  ,  エ  ）

5 （  カ  ,  エ  ,  イ  ,  オ  ,  ウ  ,  ア  ）
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