
High School A 方式 
Reading Section 

Read the following text. Answer the questions on the answer sheet provided. 
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1  There was not a soul in Ikeno-o who did not know about the Imperial Chaplain’s nose. It was five 

or six inches long and reached over his upper lip down to his chin. As for its shape, it was as thick at the 

tip as it was at the base, so it looked like a sausage hanging down from the middle of his face. 

2   Zenchi, the Imperial Chaplain, was over fifty years old, but from the time he had been a novice 

until he had risen to his present rank, he had, in his heart of hearts, always hated his nose. Outwardly, of 

course, he acted as if he could not care less about it. This was not so much because he was a priest and 

a devout Buddhist but because he did not want people to know that his nose bothered him. What the 

Imperial Chaplain feared most was the word “nose” cropping up in daily conversation.  

3   His nose was an embarrassment to him for two reasons. For one thing, its length was a real 

inconvenience. He was not able to eat by himself. If he did, the tip of his nose got into his metal bowl. 

So he used to have one of the novices sit on the opposite side of his small table and hold up his nose 

with a strip of wood two feet long and one inch wide. But to eat his food thus was not an easy matter, 

either for the novice who held up his nose or for the Imperial Chaplain who was having his nose held 

up. The story had spread all the way to Kyoto of how an acolyte who was taking the novice’s place had 

once allowed the Imperial Chaplain’s nose to drop into the gruel when the acolyte had sneezed, and his 

hand had shaken. 

4   But that was not the foremost reason why the Imperial Chaplain hated his nose. The most painful 

part was the fact that his pride had been hurt. The consensus of opinion in Ikeno-o was that it was 

fortunate that Zenchi was not a layman, for with a nose like that, no girl would have consented to marry 

him. There were even people who insinuated that that was probably why he had become a priest in the 

first place. The Imperial Chaplain, however, did not agree that his nose caused him any less torment for 

his being a priest.  

5   His pride was far too subtle a matter to be concerned with such pursuits as matrimony. His main 

preoccupation was how to restore his injured pride, and to this end he tried all sorts of ways, both active 

and passive.  

6   First, he tried to find ways to make his nose appear shorter than it actually was. When there was no 

one around, he would look at himself in a mirror from various angles and tax his ingenuity to the utmost. 

But just altering the position of his face was not enough, so he tried such devices as resting his chin in 

his hand and holding his fingers up in front of his chin. Not even once did he find his nose looking as 

short as he wanted it to look. He would then put the mirror back in its case, sighing all the more deeply. 

Adapted from “The Nose” by Ryunosuke Akutagawa; translated by Dorothy Britton (Kodansha, 1987)  

 

Questions – Answer in detail and in complete sentences. 
1. What are two examples in the text which show that Zenchi feels badly because of his nose?   
2. If you could change something about the way you look, would you? Why or why not?     

Writing Section 
Read the following writing prompt and write your response on the answer sheet provided.  

Essay Prompt  

“You can’t judge a book by its cover” means that we should not judge people or things by the way they look, 

but by other qualities, yet we often do this. Is it a problem when we judge people by their looks? Can people stop 

caring what other people look like? Write about your answers to these questions. Your writing should be between 

400 and 600 words and should refer to the text you read. 
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高
校
【
読
解
問
題
】 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
。 

禅
智
内
供

ぜ
ん
ち
な
い
ぐ 

の
鼻
と
い
え
ば
、
池い

け 

の
尾お 

で
知
ら
な
い
者
は
な
い
。
長
さ
は
五
、
六

※
１

寸す
ん 

あ
っ
て
、
上
唇

う
わ
く
ち
び
る 

の
上
か
ら

あ
ご
の
下
ま
で
下
が
っ
て
い
る
。
形
は
元
も
先
も
同
じ
よ
う
に
太
い
。
い
わ
ば
細
長
い

※
２

腸
詰

ち
ょ
う
づ 

め
の
よ
う
な
物
が
、

ぶ
ら
り
と
顔
の
ま
ん
中
か
ら
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

五
十
歳
を
越
え
た
禅
智
は
、

※
３

沙し
ゃ

弥み 

の
昔
か
ら

※
４

内
道
場

な
い
ど
う
じ
ょ
う

供
奉

ぐ

ぶ 

の
職

し
ょ
く 

に
の
ぼ
っ
た
今
日

こ
ん
に
ち 

ま
で
、
内
心
で
は 

始
終

し
じ
ゅ
う 

こ
の
鼻
を
苦く 

に
病や 

ん
で
来
た
。
も
ち
ろ
ん
表
面
で
は
、
今
で
も
さ
ほ
ど
気
に
な
ら
な
い
よ
う
な
顔
を
し
て
す
ま

し
て
い
る
。
こ
れ
は
専
念

せ
ん
ね
ん 

に
仏
道
を
深
く
信
仰
す
べ
き
僧
侶

そ
う
り
ょ 

の
身
で
、
鼻
の
心
配
を
す
る
の
が
悪
い
と
思
っ
た
か
ら

ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
自
分
で
鼻
を
気
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
人
に
知
ら
れ
る
の
が
嫌い

や 

だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
禅
智
は
日
常
の
談
話

だ
ん
わ

の
中
に
、
鼻
と
い
う
語
が
出
て
来
る
の
を
何
よ
り
も
お
そ
れ
て
い
た
。 

禅
智
が
鼻
を
持
て
あ
ま
し
た
理
由
は
二
つ
あ
る
。
―
―
一
つ
は
実
際
的
に
、
鼻
の
長
い
の
が
不
便
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
第
一 

飯め
し 

を
食く 

う
時
に
も
独ひ

と 

り
で
は
食
え
な
い
。
独
り
で
食
え
ば
、
鼻
の
先
が
椀わ

ん 

の
中
の
飯
へ
と
ど
い
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
禅
智
は
弟
子

で

し 

の
一
人
を
膳ぜ

ん 

の
向
こ
う
へ
坐す

わ 

ら
せ
て
、
飯
を
食
う
間
じ
ゅ
う
、
広
さ
一
寸
長
さ
二

※
５

尺
し
ゃ
く

ば
か
り
の
板
で
、
鼻
を
持
ち
上
げ
て
い
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
こ
う
し
て
飯
を
食
う
と
い
う
こ
と
は
、
持

ち
上
げ
て
い
る
弟
子
に
と
っ
て
も
、
持
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
禅
智
に
と
っ
て
も
、
決
し
て
容
易

よ
う
い 

な
こ
と
で
は
な
い
。

一
度
こ
の
弟
子
の
代
わ
り
を
し
た

※
６

中
童
子
が
、
く
し
ゃ
み
を
し
た
拍
子
に
手
が
ふ
る
え
て
、
鼻
を
粥か

ゆ 

の
中
へ
落
と

し
た
話
は
、
当
時
言
い
ふ
ら
さ
れ
て
京
都
ま
で
広
が
っ
た
。
―
―
け
れ
ど
も
こ
れ
は
禅
智
に
と
っ
て
、
決
し
て
鼻
を

苦
に
病
ん
だ
お
も
な
理
由
で
は
な
い
。
禅
智
は
実
に
こ
の
鼻
に
よ
っ
て
傷き

ず 

つ
け
ら
れ
る
自
尊

じ
そ
ん

心し
ん 

の
た
め
に
苦
し
ん
だ

の
で
あ
る
。 

池
の
尾
の
町
の
者
は
、
こ
う
い
う
鼻
を
し
て
い
る
禅
智
の
た
め
に
、
禅
智
が
出
家
し
て
い
る
こ
と
を
仕
合

し
あ
わ 

せ
だ
と

い
っ
た
。
あ
の
鼻
で
は
誰
も
妻
に
な
る
女
が
あ
る
ま
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
に
は
ま
た
、
あ
の
鼻
だ
か
ら

出
家

し
ゅ
っ
け 

し
た
の
だ
ろ
う
と
批
評

ひ
ひ
ょ
う 

す
る
者
さ
え
あ
っ
た
。
し
か
し
禅
智
は
、
自
分
が
僧
で
あ
る
た
め
に
、
幾
分

い
く
ぶ
ん 

で
も
こ
の

鼻
に
煩

わ
ず
ら

わ
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
禅
智
の
自
尊
心
は
、
あ
ま
り
に
デ
リ
ケ
イ
ト
に
で

き
て
い
た
の
で
、
妻
を
持
て
る
か
ど
う
か
な
ど
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
禅
智
は
、
積
極

せ
っ
き
ょ
く

的
に
も

消
極

し
ょ
う
き
ょ
く

的
に
も
、
こ
の
自
尊
心
の
毀
損

き
そ
ん

を
恢
復

か
い
ふ
く

し
よ
う
と
試
み
た
。 

第
一
に
禅
智
の
考
え
た
の
は
、
こ
の
長
い
鼻
を
実
際
以
上
に
短
く
見
せ
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
の
い
な
い
時

に
、
鏡

か
が
み

へ
向
か
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
顔
を
映う

つ

し
な
が
ら
、
熱
心
に
工
夫
を
凝こ

ら
し
て
み
た
。
ど
う
か
す
る

と
、
顔
の
位
置
を
換か 

え
る
だ
け
で
は
、
安
心
が
出
来
な
く
な
っ
て
、
頬
杖

ほ
お
づ
え 

を
つ
い
た
り
あ
ご
の
先
へ
指
を
あ
て
が
っ

た
り
し
て
、
根
気

こ
ん
き 

よ
く
鏡
を
覗の

ぞ 

い
て
見
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
自
分
で
も
満
足
す
る
ほ
ど
、
鼻
が
短
く
見
え
た
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こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
た
だ
の
一
度
も
な
い
。
時
に
よ
る
と
、
苦
心

く
し
ん 

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
長
く
見
え
る
よ

う
な
気
さ
え
し
た
。
禅
智
は
、
こ
う
い
う
時
に
は
、
鏡
を
箱
へ
し
ま
い
な
が
ら
、
今
さ
ら
の
よ
う
に
た
め
息
を
つ
い

て
、
不
承
不
承

ふ
し
ょ
う
ぶ
し
ょ
う

ま
た
元
の
経
机

き
ょ
う
づ
く
え

へ
、
観
音
経

か
ん
の
ん
ぎ
ょ
う

を
よ
み
に
帰
る
の
で
あ
る
。 

（
芥
川
龍
之
介 

「
鼻
」
よ
り
抜
粋
、
編
集
） 

※
１ 

昔
の
日
本
の
長
さ
の
単
位
。
約
３
．
０
３
ｃ
ｍ
。 

※
２ 

ソ
ー
セ
ー
ジ
の
こ
と
。 

※
３ 

出
家
し
た
ば
か
り
で
修
行
が
未
熟
な
僧
侶
。 

※
４ 

宮
中
で
天
皇
に
仕
え
る
位
の
高
い
僧
侶
。 

※
５ 

昔
の
日
本
の
長
さ
の
単
位
。
１
０
寸
。
約
３
０
．
３
ｃ
ｍ
。 

※
６ 

寺
院
で
雑
用
を
行
う
十
二
、
三
歳
ぐ
ら
い
の
少
年
。 

 

 

問
一 

禅
智
が
鼻
の
せ
い
で
い
や
な
思
い
を
し
た
こ
と
を
示
す
例
を
本
文
中
か
ら
二
つ
あ
げ
な
さ
い
。 

問
ニ 

も
し
、
自
分
の
見
た
目
を
変
え
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
あ
な
た
は
ど
う
し
ま
す
か
。
あ
な
た
の
考
え
を
理
由

と
共
に
述
べ
な
さ
い
。 

 

【
論
述
問
題
】 

《
論
述
テ
ー
マ
》 

 

「
本
を
表
紙
で
判
断
し
て
は
い
け
な
い
」
と
は
、
人
や
物
を
見
た
目
で
判
断
せ
ず
、
他
の
性
質
や
能
力
で
判
断
す

べ
き
だ
と
い
う
意
味
で
す
が
、
私
た
ち
は
そ
う
し
が
ち
で
す
。
外
見
で
人
を
判
断
す
る
こ
と
は
問
題
で
し
ょ
う
か
。

あ
な
た
の
考
え
を
理
由
も
含
め
て
八
〇
〇
字
以
上
一
二
〇
〇
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。
本
文
の
内
容
を
参
照
す
る
こ

と
。 
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