
現 代 文 課 題 ①         〔  〕 組 〔  〕 番 〔          〕  
● 次 の 文 章 は 、 高 田 郁 著 「 ム シ ヤ シ ナ イ 」 の 一 説 で あ る 。 読 ん で 、 問 に 答 え な さ い 。  

 

 秋 元 路 男 は 、 定 年 後 、 駅 で う ど ん 屋 を 営 ん で い る 。 あ る 日 東 京 か ら 孫 の 弘 晃 （ ひ ろ あ き ） が や

っ て く る 。 家 出 を し て き た の で あ る 。 （ 紙 面 の 関 係 で 、 改 行 を し て い な い と こ ろ が あ る 。 ）  

  弘 晃 が 、 オ レ 、 と 掠 れ た 声 を 絞 り 出 し た 。  

「 オ レ 、 親 父 を 殺 す か も し れ な い 」 部 屋 の 空 気 が 一 瞬 、 薄 く な っ た 。 弘 晃 が 苦 悩 の 果 て に

そ の 台 詞 を 口 に し た こ と が 容 易 に 察 せ ら れ て 、 路 男 は 敢 え て 無 言 の ま ま 、 真 剣 な 眼 差 し を

孫 へ と 向 け た 。 弘 晃 は 右 の 拳 で 唇 を 覆 い 、 く ぐ も っ た 揺 れ る 声 で 打 ち 明 け る 。  

「 目 の 前 に 包 丁 が あ る と 、 親 父 を 刺 し そ う な 気 が し て 息 が 出 来 な い 。 い つ か 時 分 で 自 分 を

コ ン ト ロ ー ル 出 来 な く な る 。 そ し た ら ･･･ 」 弘 晃 の 肩 が 、 上 腕 が 、 小 刻 み に 震 え だ し た 。 （ 略 ）

「 ジ ィ ち ゃ ん 、 オ レ ･･･ 自 分 が 恐 い 」 恐 く て 堪 ら な い 、 と 言 葉 に す る と 、 弘 晃 は 両 の 掌 を 開

い て 顔 を 覆 っ た 。  

 路 男 は 、 弘 晃 を 夜 中 の う ど ん 屋 に 連 れ て 行 き 、 包 丁 の 握 り 方 を 教 え 、 大 量 の ネ ギ を 切 る よ う に

言 う 。  

 必 死 の 形 相 で 、 弘 晃 は 包 丁 を 握 り 締 め て 、 ネ ギ を 刻 む 。 ざ く 、 ざ く 、 と ぎ こ ち な い 包 丁

遣 い は 、 し か し 、 暫 く す る と 、 さ く 、 さ く 、 と 徐 々 に 柔 ら か な 音 へ と 変 化 し て い っ た 。 そ

れ に つ れ て 、 弘 晃 の 身 体 の 強 張 り は 取 れ 、 表 情 も 少 し ず つ 穏 や か に な っ て い く 。  

「 い く つ も の 塾 を か け 持 ち し て 、 実 力 以 上 の 中 学 に 受 か っ た 。 け ど 、 入 っ て み た ら 秀 才 が

ゴ ロ ゴ ロ 。 授 業 に つ い て い く の が や っ と だ っ た 」 路 男 は た だ 無 言 で 、 孫 の 打 ち 明 け 話 に 耳

を 傾 け る 。 「 親 父 に は 努 力 が 足 り な い 、 と 殴 ら れ て ば か り 。 で も 、 足 り な い の は 努 力 じ ゃ

な く て 能 力 だ っ た ん だ 。 三 年 通 っ て そ れ が 身 に 沁 み た 」 （ 略 ） さ く っ さ く っ 、 と い う 包 丁

の 音 は 、 何 時 し か 、 と ん と ん と ん 、 と 軽 や か な 音 色 へ と 育 っ て い た 。 俎 板 の 上 で 包 丁 が リ

ズ ミ カ ル に 踊 り 、 正 確 な 厚 み で ネ ギ が 刻 ま れ て い く 。 用 意 し た ネ ギ の 束 も そ ろ そ ろ 尽 き よ

う と し て い た 。 「 仰 山 で き た な ぁ 、 お お き に な 、 弘 晃 」 （ 略 ） 孫 に 手 を 差 し 伸 べ 、 弘 晃 の

右 手 を 包 丁 ご と 、 自 身 の 両 の 掌 で 包 み 込 む 。 包 丁 の 刃 先 が 路 男 の 腹 を 向 い て い る の を 知 り 、

弘 晃 は 怯 え た 目 で 祖 父 を 見 た 。 「 弘 晃 、 お 前 は も う 大 丈 夫 や で 」 逃 れ よ う と す る 孫 の 手 を

し っ か り と 握 っ た ま ま 、 路 男 は ぎ ゅ っ と 目 を 細 め て こ う 続 け た 。  

「 包 丁 は 、 ひ と 刺 す も ん と 違 う 。 ネ ギ 切 る も ん や 。 こ の 手 ぇ が 、 弘 晃 の 手 ぇ が 覚 え よ っ た 」 

 

＊ 傍 線 部 で 、 路 男 が 「 も う 大 丈 夫 」 と い う 訳 を 波 線 部 を 参 考 に し て 説 明 し な さ い 。  

① 「 ひ と 刺 す も ん 」 と 「 ネ ギ 切 る も ん 」 と は 、 包 丁 の 意 味 の 捉 え 方 に ど の よ う な 違 い が あ

る の か 、 対 比 し て 、 考 え を 述 べ な さ い 。  

「 ひ と 刺 す も ん 」 と い う 意 味 は 、 刃 物 と し て の 包 丁 の イ メ ー ジ で あ っ て 、 「 ネ ギ 切 る も  

ん 」 は 包 丁 を 、 道 具 と し て 、 自 分 の 身 体 的 実 感 を 通 し て 、 捉 え た 意 味 で あ る と い う 違 い 。 

② 路 男 が 「 大 丈 夫 」 だ と い う 理 由 を 答 え な さ い 。  

実 際 に ネ ギ を 切 る ま で は 、 弘 晃 に と っ て 、 包 丁 は 、 そ れ で 人 を 刺 す こ と の 出 来 る 刃 物 と  

し て の イ メ ー ジ だ け で 捉 え ら れ て い た が 、 実 際 に ネ ギ を 切 る こ と を 身 体 が 覚 え る こ と に  

よ っ て 、 実 体 と し て の 包 丁 の 意 味 を 実 感 と し て 捉 え ら れ た こ と で 、 そ の イ メ ー ジ か ら 解  

放 さ れ た か ら 。  

＊ 強 張 り ＝ （      ） り     怯 え る ＝ （    ） え る  掌 ＝ （        ） 



現 代 文 課 題 ②        〔  〕 組 〔  〕 番 〔        〕  
 

● 次 の 文 章 は 、 『 「 科 学 の 言 葉 」 と 「 国 語 の 言 葉 」 』 と い う エ ッ セ イ の 一 節 で あ る 。 読 ん で 、

問 に 答 え な さ い 。 筆 者 は 神 戸 大 学 大 学 院 教 授 中 屋 敷  均 さ ん で あ る 。  

 

 最 近 の 生 命 科 学 分 野 に お け る 進 展 は 目 覚 ま し く 、 そ う い っ た 興 味 深 い 知 見 を 分 か り や す

く 、 広 く 社 会 に 知 ら し め る ニ ー ズ は 、 間 違 い な く あ る の だ と 思 う 。 し か し 、 そ れ に 応 え よ

う と す る 理 系 研 究 者 の 数 は 驚 く ほ ど 少 な い 。 そ れ に は い く つ か の 理 由 が あ り 、 最 大 の も の

は 一 般 書 を 書 く よ う な 時 間 と 余 裕 が な い し 、 書 い た と こ ろ で あ ま り 評 価 さ れ な い と い う 現

実 だ が 、 も う 一 つ は 科 学 の 世 界 で 使 わ れ る 言 葉 が 、 一 般 社 会 あ る い は 国 語 の 世 界 で 使 わ れ

る 言 葉 と 少 々 違 う と い う 問 題 で あ る 。  

 「 科 学 の 言 葉 」 に と っ て 、 大 切 な こ と は 論 理 性 や 正 確 さ で あ る 。 一 つ の 言 葉 は 一 つ の 概

念 を 指 す よ う に し て 、 曖 昧 さ や 行 間 を 読 ま せ る よ う な 表 現 は ご 法 度 で あ る 。 ま た 、 論 理 に

穴 が あ っ て は い け な い の で 、 や や こ し く て も い ろ ん な 場 合 分 け を し て 、 す べ て の 可 能 性 を

網 羅 す る よ う に し な け れ ば な ら な い 。 情 報 と し て 意 味 が あ り 、 そ れ を 正 確 に 理 解 で き る 形

に な っ て い る こ と が 大 切 で 、 文 章 と し て 理 解 し や す い か ど う か は 二 の 次 で あ る 。 （ 略 ） 言

葉 と し て い か に 退 屈 で も 、 そ こ に 有 用 な 情 報 が 正 確 に 書 い て あ れ ば 、 そ れ で 十 分 な の だ 。  

 し か し 、 科 学 の 世 界 を 離 れ て 世 間 に 出 れ ば 、 そ ん な 「 言 葉 」 は な か な か 通 用 し な い 。 （ 略 ）

だ か ら 専 門 書 で は な い 、 よ り 広 い 読 者 を 対 象 に し た 一 般 書 で は 、 「 科 学 の 言 葉 」 を そ の ま

ま 使 う の で は な く 、 ど こ か 「 国 語 の 言 葉 」 へ の 翻 訳 が 必 要 と な っ て く る 。 （ 略 ）  

 「 国 語 の 言 葉 」 に し よ う と 思 え ば 、 作 者 は 自 分 の 見 た も の の 中 か ら 取 捨 選 択 を 行 い 、 起

承 転 結 を つ け て お 話 に す る よ う な 作 業 を す る こ と に な る 。 「 そ れ は 恣 意 的 な 創 作 だ ！ 」 と

非 難 さ れ れ ば 、 そ れ は そ の 通 り で あ る 。 「 正 確 さ 」 を 削 る 痛 み と 向 き 合 わ な く な れ ば 、 そ

れ は 作 者 の 堕 落 で あ る 。 た だ 、 そ こ に 拘 り 過 ぎ て は 、 結 局 、 言 葉 を 平 易 に し た 専 門 書 に し

か な ら な い 。 読 者 に 伝 え る べ き " 本 質 " だ と 、 自 分 が そ う 信 じ た こ と を " 選 択 す る こ と " が 「 翻

訳 」 に は 欠 か せ な い 。  

 そ し て 、 も う 一 つ の 「 科 学 の 言 葉 」 の 問 題 は 、 論 理 性 や 厳 密 な 正 確 さ を 求 め る こ と で は

表 現 で き な い 題 材 が こ の 世 に は 存 在 し て い る 、 と い う こ と で あ る 。 た と え ば 、 人 は な ぜ 生

き る の か 、 と い っ た こ と を 理 詰 め で 説 明 し よ う と し て も 、 な ん だ か 滑 稽 で あ る 。 （ 略 ） 人

生 や 世 界 観 や 愛 み た い な 言 葉 を 正 確 に 定 義 で き る だ ろ う か ? （ 略 ）  

 そ う い っ た 「 科 学 の 言 葉 」 が 届 か な い 、 も っ と や わ ら か で 、 曖 昧 で 、 人 間 に と っ て 大 切

な こ と を 語 る た め に 「 国 語 の 言 葉 」 は あ る の だ 。  

 

＊ 次 の 言 葉 の 意 味 を 調 べ な さ い 。  

知 見 （    ） ＝ （                             ）  

恣 意 的 （    ） 的 ＝ （                           ）  

＊ 拘 り ･･ （      ） り  

 

＊ 筆 者 は 、 自 分 の 専 門 分 野 を 一 般 書 と し て 書 く と き に 、 ど の よ う な こ と が 必 要 だ と 考 え て

い る か 、 答 え な さ い 。  

論 理 性 や 厳 密 な 正 確 さ を 追 求 す る 「 科 学 の 言 葉 」 で は 、 理 解 し に く い た め 、 一 般 社 会 で  

使 わ れ て い る 「 国 語 の 言 葉 」 で 起 承 転 結 を つ け る 必 要 が あ る 。 そ の 場 合 、 厳 密 な 正 確 さ  

を 削 る 痛 み に 向 き 合 い つ つ 、 読 者 に 伝 え る べ き 本 質 を 選 択 し な け れ ば な ら な い 。  



 


