
二
〇
一
九
年
度特

別
給
費
生
入
試

国
　
語

注
意

一
、
指
示
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

二
、
こ
の
冊さ
っ
し子
の
総
ペ
ー
ジ
数
は
20
ペ
ー
ジ
で
す
。

　
　

問
題
は
３
～
16
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

三
、
答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
き
な
さ
い
。
解
答
欄ら
ん

以
外

に
書
い
て
も
採
点
し
ま
せ
ん
。

四
、
字
数
を
指
示
し
て
い
る
問
題
で
は
、「
、」
や
「
。」
な
ど
も

字
数
に
ふ
く
み
ま
す
。
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一
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

ア
ル
デ
ィ
ピ
テ
ク
ス
・
ラ
ミ
ダ
ス
の
化
石
が
産
出
す
る
約
４
４
０
万
年
前
の
地
層
か
ら
は
、
注
１
ア
ウ

ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
の
化
石
は
ま
っ
た
く
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
逆
に
、
最
古
の
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク

ス
で
あ
る
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
ナ
メ
ン
シ
ス
の
化
石
が
産
出
す
る
約
４
２
０
万
年
前
～
約
３
９

０
万
年
前
の
地
層
か
ら
は
、
ア
ル
デ
ィ
ピ
テ
ク
ス
が
ま
っ
た
く
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
約
４
４

０
万
年
前
～
約
４
２
０
万
年
前
の
あ
い
だ
に
、
ア
ル
デ
ィ
ピ
テ
ク
ス
が
絶ぜ
つ
め
つ滅
し
、
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク

ス
が
出
現
し
た
の
だ
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
ア
ウ
ス
ト
ラ

ロ
ピ
テ
ク
ス
が
ど
ん
な
人
類
だ
っ
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

お
よ
そ
１
０
０
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
だ
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
４
種
の
初
期
人
類
の
化
石
が
見
つ

か
っ
て
い
な
か
っ
た
時
代
だ
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
生
ま
れ
で
南
ア
フ
リ
カ
に
住
ん
で
い
た
解か
い
ぼ
う剖
学
者
レ
イ

モ
ン
ダ
・
ダ
ー
ト
（
１
８
９
３
～
１
９
８
８
）
は
、
南
ア
フ
リ
カ
の
タ
ウ
ン
グ
に
あ
る
石
灰
岩
の
採
石
場

か
ら
発
見
さ
れ
た
化
石
を
、
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
と
命
名
し
て
、
１
９
２
５
年
に

発
表
し
た
。
採
石
場
で
見
つ
か
っ
た
た
め
正
確
な
年
代
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
２
５
０
万
年
ぐ
ら

い
前
の
化
石
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
幼
児
の
頭ず

蓋が
い

骨こ
つ

の
化
石
で
、
タ
ウ
ン
グ
・
チ
ャ
イ
ル
ド
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
小
さ
い
脳
や
突

き
出
し
た
顎あ
ご

な
ど
注
２
類る
い
じ
ん
え
ん

人
猿
的
な
特と
く

徴ち
ょ
うも
持
っ
て
い
た
が
、
小
さ
い
犬
歯
、
頭
蓋
骨
の
下
側
に
あ
る 

注
３
大だ
い
こ
う
と
う
こ
う

後
頭
孔
、
小
さ
い
注
４
眼が
ん

窩か

上
隆
起
と
い
っ
た
、
ヒ
ト
に
似
た
特
徴
も
持
っ
て
い
た
。
そ
こ
で 

①
ダ
ー
ト
は
こ
の
化
石
を
、
類
人
猿
で
は
な
く
人
類
で
あ
る
と
結
論
し
た
。

し
か
し
②
こ
の
結
論
は
、
多
く
の
人
類
学
者
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ア
フ
リ
カ
生
ま
れ
の
古
人
類

学
者
で
あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
リ
ー
キ
ー
（
１
９
４
４
～
）
に
よ
れ
ば
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
の
１
つ

は
、
類
人
猿
の
よ
う
な
化
石
を
人
類
の
祖
先
と
す
る
こ
と
に
不
快
感
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
ダ
ー

ウ
ィ
ン
の
注
５
『
種
の
起
源
』
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
60
年
以
上
が
経
っ
て
も
、
ヒ
ト
が
サ
ル
の
仲
間
か
ら

進
化
し
た
こ
と
に
不
快
感
を
持
つ
人
は
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

③
２
つ
目
の
理
由
は
、
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
の
化
石
だ
。
こ
の
化
石
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
の

採
石
場
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
は
下
顎
が
非
常
に
類
人
猿
的
な
の
で
、
人
類
が
類
人
猿
と

分ぶ
ん

岐き

し
て
す
ぐ
の
、
か
な
り
初
期
の
人
類
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
実
は
こ
の
化
石
は
イ
ン
チ
キ

で
、
ヒ
ト
の
頭
蓋
骨
に
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の
下
顎
を
は
め
て
、
着
色
し
た
り
歯
を
削け
ず

っ
た
り
し
た
も
の

だ
っ
た
。
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
の
化
石
の
発
見
に
は
、
弁
護
士
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ド
ー
ソ
ン
と
大
英
博
物
館

の
ア
ー
サ
ー
・
ス
ミ
ス
・
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
と
神
学
者
の
テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
が
関
与
し
て
い

た
が
、
化
石
を
④
ね
つ
造
し
た
犯
人
が
こ
の
中
の
誰だ
れ

な
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
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し
て
も
、
１
９
１
２
年
に
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
が
学
会
に
報
告
さ
れ
る
と
、
多
く
の
科
学
者
は
そ
れ
を
信
じ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

信
じ
て
し
ま
っ
た
主
な
理
由
は
、
多
く
の
研
究
者
が
化
石
そ
の
も
の
を
研
究
で
き
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

実
際
に
研
究
に
使
わ
れ
た
の
は
、
た
い
て
い
石せ
っ

膏こ
う

で
作
っ
た
複
製
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
複
製
で

も
化
石
の
形
態
の
研
究
は
で
き
る
の
で
、
通
常
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
元
の
化
石
を

見
な
け
れ
ば
、
加
工
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
。

し
か
し
、
ダ
ー
ト
の
結
論
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
は
、
そ
れ
以
外
の
偏へ

ん

見け
ん

も
影え
い

響き
ょ
うし
て
い
た
。
ア

ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
は
ア
フ
リ
カ
か
ら
産
出
し
た
が
、
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
は
イ
ギ
リ

ス
か
ら
産
出
し
た
の
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
類
学
者
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
人
類
の
進
化
の
先
頭
に
立
っ

て
い
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
化
石
人
類
で
あ
っ
て
欲
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
類
は
進

ん
で
い
て
、
ア
フ
リ
カ
の
人
類
は
遅お
く

れ
て
い
る
、
と
思
い
た
か
っ
た
の
だ
。

別
の
偏
見
と
し
て
は
、
脳
の
大
き
さ
が
あ
る
。
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
は
、
脳
が

小
さ
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
が
人
類
だ
と
す
れ
ば
、
直
立

二
足
歩
行
が
先
に
進
化
し
て
、
脳
の
増
大
は
後
か
ら
起
き
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人

の
場
合
は
、
顎
は
類
人
猿
的
な
の
に
（
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
の
顎
を
く
っ
つ
け
た
の
だ
か
ら
当
然
だ
）
脳
は

大
き
か
っ
た
。
つ
ま
り
人
類
で
は
、
脳
の
増
大
が
真
っ
先
に
起
き
た
こ
と
に
な
る
。

私
た
ち
ヒ
ト
の
脳
は
大
き
い
の
で
、
つ
い
脳
が
大
き
い
こ
と
が
人
類
最
大
の
特
徴
だ
と
思
い
が
ち
だ
。

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
類
と
分
か
れ
た
ら
、
す
ぐ
に
脳
が
大
き
く
な
っ
た
と
考
え
が
ち
だ
。
し
か
し
、
そ
う
で
な

い
こ
と
は
、
今
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

⑤
結
局
、
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
の
ね
つ
造
は
、
バ
レ
る
こ
と
に
な
る
。
１
９
４
９
年
に
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人

の
化
石
中
の
フ
ッ
素
が
測
定
さ
れ
た
の
だ
。
堆た
い

積せ
き

物
に
埋う

ま
っ
て
い
た
骨
は
、
周
囲
か
ら
フ
ッ
素
を
取
り

込こ

む
性
質
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
古
い
骨
に
は
フ
ッ
素
が
た
く
さ
ん
含ふ
く

ま
れ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
ピ

ル
ト
ダ
ウ
ン
人
の
化
石
に
は
ほ
と
ん
ど
フ
ッ
素
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン

人
の
化
石
は
、
長
い
あ
い
だ
地
中
に
埋
ま
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
バ
レ
て
し
ま
っ
た
。
そ

う
な
る
と
色
々
と
調
べ
ら
れ
て
、
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
の
ね
つ
造
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ね
つ
造
が
バ
レ
る
前
か
ら
、
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
の
信
用
は
落
ち
始
め
て
い
た
。
ア
ウ
ス
ト

ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
の
化
石
が
次
々
と
発
見
さ
れ
て
、
レ
イ
モ
ン
ド
・
ダ
ー
ト
の
考
え
が
確
か
ら
し
く
な
っ
て

い
た
の
だ
。
一
方
の
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
の
化
石
は
、
１
９
１
６
年
に
ド
ー
ソ
ン
が
死
ぬ
と
、
そ
の
後
ま
っ

た
く
発
見
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
よ
り
も
前
に
発
見
さ
れ
て
い
た
化
石
人
類
は
、
ネ
ア
ン
デ
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ル
タ
ー
ル
人
（
１
８
５
６
年
）
と
ジ
ャ
ワ
原
人
（
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
、
１
８
９
１
年
）
と
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
人
（
ホ
モ
・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス
、
１
９
０
７
年
）
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
私

た
ち
ヒ
ト
と
同
じ
ホ
モ
属
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス

は
、
そ
れ
ら
よ
り
ず
っ
と
古
い
時
代
に
生
き
て
い
た
。
人
類
的
な
特
徴
も
あ
る
が
、
類
人
猿
的
な
特
徴
も

数
多
く
残
し
て
い
た
。
で
は
、
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
類

と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ヒ
ト
（
人
類
）
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
（
類
人
猿
）
と
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
の
形
質

を
、
次
の
よ
う
に
簡
単
に
ま
と
め
て
考
え
よ
う
。

ヒ
ト　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）
大
き
な
脳
（
２
）
頭
蓋
骨
の
下
側
の
大
後
頭
孔

ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス　
（
１
）
小
さ
な
脳
（
２
）
頭
蓋
骨
の
下
側
の
大
後
頭
孔

チ
ン
パ
ン
ジ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）
小
さ
な
脳
（
２
）
頭
蓋
骨
の
後
側
の
大
後
頭
孔

ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
の
２
つ
の
形
質
の
う
ち
、
ヒ
ト
と
共
有
し
て
い
る
形
質
が

１
つ
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
共
有
し
て
い
る
形
質
も
１
つ
な
の
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
ど
ち
ら
に
近き
ん

縁え
ん

な
の
か

わ
か
ら
な
い
。
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
が
人
類
な
の
か
、
類
人
猿
な
の
か
、
決
め
ら

れ
な
い
気
が
す
る
。
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
ち
ゃ
ん
と
決
ま
る
の
だ
。

こ
こ
で
仮
に
、
あ
る
学
校
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
生
徒
が
２
人
い
て
、
先
生
が
授
業
を
し
て
い

る
。
先
生
が
生
徒
に
教
え
た
こ
と
は
次
の
２
つ
だ
。

　

（
１
）
日
本
一
高
い
山
は
富
士
山
で
あ
る
。

　

（
２
）
日
本
一
長
い
川
は
信し

な

濃の

川
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
先
生
は
、
テ
ス
ト
を
し
た
。
テ
ス
ト
の
問
題
は
、

　

（
１
）
日
本
で
一
番
高
い
山
は
何
か
。

　

（
２
）
日
本
で
一
番
長
い
川
は
何
か
。

の
２
問
で
あ
る
。
テ
ス
ト
が
終
わ
っ
て
答
案
を
見
る
と
、
２
人
の
答
え
は
次
の
通
り
だ
っ
た
。

Ａ
さ
ん　
（
１
）
富
士
山　
（
２
）
多た

摩ま

川
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Ｂ
さ
ん　
（
１
）
富
士
山　
（
２
）
多
摩
川

⑥
こ
の
答
案
を
見
て
、
先
生
は
カ
ン
ニ
ン
グ
を
疑
っ
た
。

先
生
が
お
か
し
い
と
思
っ
た
の
は
、（
２
）
の
答
え
だ
。
授
業
中
に
黒
板
に
書
い
た
の
は
「
信
濃
川
」

で
あ
る
。
黒
板
に
書
い
て
も
い
な
い
「
多
摩
川
」
と
い
う
単
語
が
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
で
一い
っ
ち致
し
て
い
る
の

は
不
自
然
で
あ
る
。
き
っ
と
２
人
は
悪
友
で
、
答
え
を
見
せ
合
っ
た
に
違ち

が

い
な
い
。
先
生
は
そ
う
思
っ
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
の
答
案
を
見
る
と
、（
１
）
の
答
え
も
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
先
生
が
黒
板
に
書
い
た
通
り
な
の
で
、
カ
ン
ニ
ン
グ
の
証し
ょ
う
こ拠
に
は
な
ら
な
い
。
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
の
間

で
答
え
を
見
せ
合
っ
た
と
考
え
な
く
て
も
、
Ａ
さ
ん
も
Ｂ
さ
ん
も
授
業
を
聞
い
て
い
た
と
考
え
れ
ば
よ
い

か
ら
だ
。
Ａ
さ
ん
も
Ｂ
さ
ん
も
、
半
分
ぐ
ら
い
は
授
業
を
聞
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
、
先
生
は
考
え
た
の

だ
。
ま
と
め
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。

Ａ
の
答
え　

＝　

Ｂ
の
答
え　

≠　

黒
板　

→　

Ａ
と
Ｂ
を
悪
友
と
し
て
ま
と
め
る
根こ
ん

拠き
ょ

に
な
る
。

Ａ
の
答
え　

＝　

Ｂ
の
答
え　

＝　

黒
板　

→　

Ａ
と
Ｂ
を
悪
友
と
し
て
ま
と
め
る
根
拠
に
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
Ａ
と
Ｂ
が
同
じ
答
え
で
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
黒
板
）
と
も
同
じ
な
ら
ば
、
Ａ
と
Ｂ
を
悪
友
と
し

て
ま
と
め
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
一
方
、
Ａ
と
Ｂ
が
同
じ
答
え
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
黒
板
）
と
は
異
な

る
場
合
は
、
Ａ
と
Ｂ
を
悪
友
と
し
て
ま
と
め
る
根
拠
に
な
る
。
こ
れ
を
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ

リ
カ
ヌ
ス
に
当
て
は
め
て
考
え
れ
ば
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
共
通
祖
先
）
と
同
じ
形
質
（
原
始
形
質
と
い
う
）

は
、
系
統
を
ま
と
め
る
根
拠
に
な
ら
ず
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
共
通
祖
先
）
と
異
な
る
形
質
（
派
生
形
質
と
い

う
）
の
み
が
系
統
を
ま
と
め
る
根
拠
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

ヒ
ト
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
３
種
の
共
通
祖
先
の
形
質
は
、

中
新
世
の
化
石
か
ら
判
断
す
る
と
、

　

（
１
）
小
さ
な
脳

　

（
２
）
頭
蓋
骨
の
後
側
の
大
後
頭
孔

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
場
合
、「
小
さ
な
脳
」
は
原
始
形
質
に
な
る
の
で
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と

ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
が
共
有
し
て
い
て
も
、
両
者
を
系
統
的
に
近
縁
だ
と
す
る
根

拠
に
は
な
ら
な
い
。
一
方
、「
頭
蓋
骨
の
下
側
の
大
後
頭
孔
」
は
派
生
形
質
に
な
る
の
で
、
ヒ
ト
と
ア
ウ
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ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
が
共
有
し
て
い
れ
ば
、
両
者
が
系
統
的
に
近
縁
な
根
拠
と
な
る
。

こ
う
し
て
原
始
形
質
は
無
視
し
て
、
派
生
形
質
だ
け
を
使
っ
て
、
系
統
を
考
え
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
は
、
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
よ
り
も
ヒ
ト
に
近
縁

に
な
る
。
つ
ま
り
、
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
は
、
人
類
だ
と
結
論
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

 

（
更
科
功
『
絶
滅
の
人
類
史
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
新
書
に
よ
る
）

（
注
）

注
１　

 

ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス　
「
南
の
猿
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
、
約
四
百
万
年
か
ら
百
万
年
前
に
か
け
て
生
息
し
て
い
た

初
期
の
人
類
。

注
２　

類
人
猿　

ヒ
ト
に
近
い
サ
ル
の
仲
間
。
ゴ
リ
ラ
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
。

注
３　

大
後
頭
孔　

頭
蓋
骨
に
あ
る
大
き
な
開
口
部
。

注
４　

眼
窩
上
隆
起　

目
の
く
ぼ
み
の
上
方
に
見
ら
れ
る
ひ
さ
し
の
よ
う
に
張
り
出
し
た
部
分
。

注
５　

 『
種
の
起
源
』　

一
八
五
九
年
に
出
版
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
博
物
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
著
書
。
進
化
論
の
最

も
重
要
な
古
典
。

問
一　

傍ぼ
う
せ
ん線
部
①
「
ダ
ー
ト
は
こ
の
化
石
を
、
類
人
猿
で
は
な
く
人
類
で
あ
る
と
結
論
し
た
」
と
あ
り
ま

す
が
、
ダ
ー
ト
が
こ
の
よ
う
に
結
論
付
け
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
こ
れ
よ
り
後
の
文
中
の
言
葉
を
使
っ

て
六
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
②
「
こ
の
結
論
は
、
多
く
の
人
類
学
者
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
結
論
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
三
つ
目
の
理
由
を
「
～
か
ら
。」
と
い
う
言
葉
に
つ
な
が
る
よ
う
に

四
十
字
以
内
で
さ
が
し
、
そ
の
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
③
「
２
つ
目
の
理
由
は
、
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
の
化
石
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ピ
ル
ト
ダ
ウ

ン
人
の
化
石
の
存
在
が
、
な
ぜ
ダ
ー
ト
の
結
論
を
否
定
す
る
根
拠
に
な
る
の
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し

て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
は
脳
が
増
大
し
て
お
り
、
直
立
二
足
歩
行
よ
り
先
に
そ
れ
が
起
こ
る
こ
と
に
な

る
か
ら
。

イ　

ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産
出
な
の
で
、
ダ
ー
ト
の
発
見
し
た
化
石
よ
り
新
し
い
時
代
の

も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

ウ　

ダ
ー
ト
の
発
見
し
た
化
石
は
、
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
よ
り
顎
が
短
く
な
っ
て
お
り
人
類
的
な
特
徴
が

あ
っ
た
か
ら
。

エ　

ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
は
非
常
に
魅み

り
ょ
く力
的
な
特
徴
が
あ
っ
た
た
め
、
多
く
の
人
類
学
者
が
そ
れ
以
外
の

化
石
を
無
視
し
た
か
ら
。
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問
四　

傍
線
部
④
「
ね
つ
造
し
た
犯
人
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ね
つ
造
し
た
犯
人
と
し
て
、
筆
者
が
最
有
力

と
考
え
て
い
る
の
は
次
の
誰
で
す
か
。
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
ま
た
、
そ

の
根
拠
を
三
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

レ
イ
モ
ン
ド
・
ダ
ー
ト

イ　

ア
ー
サ
ー
・
ス
ミ
ス
・
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド

ウ　

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ド
ー
ソ
ン

エ　

テ
イ
ヤ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン

問
五　

傍
線
部
⑤
「
結
局
、
ピ
ル
ト
ダ
ウ
ン
人
の
ね
つ
造
は
、
バ
レ
る
こ
と
に
な
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、

な
ぜ
そ
れ
ま
で
ね
つ
造
は
ば
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
。「
～
か
ら
。」
と
い
う
言
葉
に
つ
な
が
る
よ
う
に

二
十
五
字
以
内
で
さ
が
し
、
そ
の
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。

問
六　

傍
線
部
⑥
「
こ
の
答
案
を
見
て
、先
生
は
カ
ン
ニ
ン
グ
を
疑
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、二
人
が
「
多

摩
川
」
と
書
い
て
も
お
か
し
く
な
い
と
先
生
が
考
え
ら
れ
る
状
況
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～

オ
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

二
人
の
通
う
学
校
が
多
摩
川
流
域
に
建
っ
て
い
る
。

イ　

Ｂ
さ
ん
は
昨
日
多
摩
川
で
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
し
た
。

ウ　

Ａ
さ
ん
は
多
摩
小
学
校
に
通
っ
て
い
た
。

エ　

昨
日
、
多
摩
川
を
舞ぶ

台た
い

に
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
放
映
さ
れ
た
。

オ　

国
語
の
時
間
で
多
摩
川
が
舞
台
で
あ
る
話
を
読
ん
だ
。

問
七　

本
文
中
に
あ
る
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス･

ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
の
派
生
形
質
を
三
つ
、
抜ぬ

き
出
し
て

答
え
な
さ
い
。
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二
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

須す

貝が
い

は
る
よ
。
三
十
八
歳
。
主
婦
。

同　

直
太
郎
。
十
五
歳
（
今
春
中
学
卒
業
）。

宿し
ゅ
く
は
く
泊
カ
ー
ド
に
は
痩や

せ
た
女
文
字
で
そ
う
書
い
て
あ
っ
た
。
住
所
は
、
青
森
県
三さ
ん
の
へ戸
郡
下
の
村
。
番
地

の
下
に
、
光
林
寺
内
と
あ
る
。

近
く
に
景
勝
地
を
控ひ
か

え
た
北
陸
の
城
下
町
で
も
、
裏
通
り
に
あ
る
目
立
た
な
い
和
風
の
宿
だ
か
ら
、
こ

う
い
う
遠
来
の
客
は
珍め
ず
らし
い
。

日
が
暮
れ
て
間
も
な
く
、
女
中
が
二
人
連
れ
の
客
だ
と
い
う
の
で
、
ど
う
せ
素す

泊ど
ま

り
の
若
い
男
女
だ
ろ

う
と
思
い
な
が
ら
出
て
み
る
と
、
案
に
相
違
し
て
地
味
な
和
装
の
四
十
年
配
の
女
が
一
人
、
戸
口
に
ひ
っ

そ
り
立
っ
て
い
る
。
連
れ
の
姿
は
見
え
な
い
。

女
は
、
空
き
が
あ
れ
ば
二
泊
し
た
い
の
だ
が
、
と
い
っ
た
。
言
葉
に
、
日ひ

頃ご
ろ

聞
き
馴な

れ
な
い
訛な
ま

り
が
あ
っ

た
。

「
お
一
人
様
で
？
」

「
い
え
、
二
人
で
す
け
ん
ど
。」

女
は
振ふ

り
返
っ
て
、
半
分
開
け
た
ま
ま
の
戸
の
外
へ
鋭す
る
どく
声
を
か
け
た
。
ち
ゃ
ん

0

0

0

づ
け
で
名
を
呼
ん
だ

の
が
、
な
お
ち
ゃ

0

0

0

0

、
と
き
こ
え
た
。
青
白
い
顔
の
、
ひ
ょ
ろ
り
と
し
た
、
ひ
よ
わ
そ
う
な
少
年
が
戸
の
蔭か
げ

か
ら
あ
ら
わ
れ
て
、
Ａ
は
に
か
み
笑
い
を
浮う

か
べ
な
が
ら
ぺ
こ
り
と
頭
を
下
げ
た
。
両
手
に
膨ふ
く

ら
ん
だ
ボ

ス
ト
ン
バ
ッ
グ
を
提
げ
て
い
る
。
①
も
う
三
月
も
下げ

旬じ
ゅ
んだ

と
い
う
の
に
、
ま
だ
重
そ
う
な
冬
注
１
外が

い
と
う套

の

ま
ま
で
、
襟え

り
も
と元
か
ら
黒
い
学
生
服
が
覗の
ぞ

い
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
、
女
の
方
も
厚
ぼ
っ
た
い
防
寒
コ
ー
ト

で
、
首
に
ス
カ
ー
フ
ま
で
巻
い
て
い
た
。

「
こ
れ
、
息
子
で
や
ん
し
て
…
…
。」

女
も
は
に
か
む
よ
う
に
笑
い
な
が
ら
、
注
２
ひ
っ
つ
め
髪が
み

の
ほ
つ
れ
毛
を
耳
の
う
し
ろ
へ
掻か

き
上
げ
た
。

初
め
は
、
近
在
か
ら
市
内
の
高
校
へ
受
験
に
出
て
き
た
親
子
か
と
思
っ
た
が
、
女
中
に
よ
れ
ば
、
高
校

の
入
学
試
験
は
半
月
も
前
に
済
ん
だ
と
い
う
。
そ
ん
な
ら
、
進
学
準
備
の
買
物
だ
ろ
う
か
。
下
宿
探
し
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
卒
業
記
念
の
観
光
旅
行
だ
ろ
う
か

―
い
ず
れ
に
し
て
も
、
二
泊
三
日
と
は
豪ご
う

勢せ
い

な
、
と
思
っ
て
い
た
が
、
書
い
て
貰も
ら

っ
た
宿
泊
カ
ー
ド
を
見
る
と
、
な
ん
と
北
の
は
ず
れ
か
ら
き
た
人
た

ち
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
た
だ
の
注
３
物も
の

見み

遊ゆ

山さ
ん

の
旅
で
は
あ
る
ま
い
。
宿
泊
カ
ー
ド
の
職
業
欄ら
ん

に
、
主
婦
、
と
か
、

今
春
中
学
卒
業
、
な
ど
と
書
き
入
れ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
あ
ま
り
旅
馴
れ
て
い
る
人
と
も
思
え
な
い
が
、
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ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
。

「
②
ま
さ
か
、
厄や

っ
か
い介

な
お
客
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
ね
。」

と
女
中
が
声
を
ひ
そ
め
て
い
っ
た
。

「
厄
介
な
、
と
い
う
と
？
」

「
た
と
え
ば
、
親
子
心
中
し
に
き
た
な
ん
て
…
…
。」

「
阿あ

ほ呆
ら
し
い
。」

「
だ
け
ど
、
あ
の
二
人
、
な
ん
だ
か
陰い
ん

気き

で
、
湿し
め

っ
ぽ
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
め
っ
た
に
笑
顔
を
見
せ

な
い
し
、
口
数
も
妙み
ょ
うに
す
く
な
い
し
…
…
。」

「
そ
れ
は
田
舎
の
人
た
ち
で
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
泊
る
の
に
馴
れ
て
な
い
か
ら
。
第
一
、
心
中
な
ん
か
す

る
つ
も
り
な
ら
、
な
ん
で
わ
ざ
わ
ざ
こ
ん
な
と
こ
ま
で
遠
出
し
て
く
る
の
よ
。」

「
こ
こ
な
ら
、
近
く
に
東と
う
じ
ん
ぼ
う

尋
坊
も
あ
る
し
、
越え
ち
ぜ
ん
み
さ
き

前
岬
も
…
…
。」

「
景
色
の
い
い
死
に
場
所
な
ら
、
東
北
に
だ
っ
て
い
く
ら
も
あ
る
わ
。
そ
れ
に
、
心
中
す
る
人
た
ち
が
二

晩
も
道
草
食
う
？
」

「
案
外
、
道
草
じ
ゃ
な
い
か
も
、
奥
さ
ん
。
ま
ず
、
明
日
は
一
日
、
死
に
場
所
を
探
し
て
、
明
後
日
は
い

よ
い
よ
…
…
。」

「
よ
し
て
よ
、
薄う
す

気
味
悪
い
。」

勿も
ち
ろ
ん論
、
冗じ
ょ
う
だ
ん談の
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
翌
朝
、
親
子
が
、
食
事
を
済
ま
せ
る
と
間
も
な
く
外
出
の
支
度
を

し
て
降
り
て
き
た
と
き
は
、
ぎ
く
り
と
し
た
。
母
親
は
手
ぶ
ら
で
、
息
子
の
方
が
凋し
ぼ

ん
だ
ボ
ス
ト
ン
バ
ッ

グ
を
一
つ
だ
け
手
に
提
げ
て
い
る
。

「
お
出
か
け
で
す
か
。」

「
は
い
…
…
。」

こ
の
親
子
は
、
な
に
を
話
す
と
き
で
も
、
き
ま
っ
て
は
に
か
む
よ
う
な
笑
い
を
浮
か
べ
る
。
客
の
こ
と

で
余
計
な
穿せ
ん
さ
く鑿
は
し
な
い
の
が
な
ら
わ
し
な
の
だ
が
、
つ
い
、
さ
り
げ
な
く
、

「
今
日
は
朝
か
ら
穏お

だ

や
か
な
日ひ
よ
り和
で
…
…
ど
ち
ら
ま
で
？
」

と
③
尋た

ず

ね
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

「
え
…
…
あ
ち
こ
ち
、
い
ろ
い
ろ
と
…
…
。」

母
親
は
そ
う
答
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
あ
や
う
く
、
東
尋
坊
、
と
口
に
出
か
か
っ
た
が
、

「
も
し
、
郊こ

う
が
い外
の
方
へ
お
出
か
け
で
し
た
ら
、
私
鉄
や
バ
ス
の
時
間
を
調
べ
て
さ
し
上
げ
ま
す
が
。」

と
い
っ
て
顔
色
を
窺う
か
がう
と
、

「
い
え
、
結
構
で
…
…
交
通
の
便
は
発た

つ
前
に
大
体
聞
い
て
き
ま
し
た
す
け
に
。
日
暮
ま
で
に
は
戻も
ど

り
ま

す
。」
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母
親
は
、
別
段
動
じ
た
ふ
う
も
な
く
そ
う
い
う
と
、
ん
だ
ら
、
い
っ
て
参
り
ま
す
、
と
丁て
い

寧ね
い

に
頭
を
下

げ
た
。

親
子
は
、
約
束
通
り
日
暮
前
に
帰
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
を
玄
関
に
出
迎む
か

え
て
、
思
わ
ず
、
あ
、
と
驚お
ど
ろき

の
声
を
洩も

ら
し
て
し
ま
っ
た
。
母
親
は
出
か
け
た
と
き
の
ま
ま
だ
っ
た
が
、
息
子
の
方
は
、
髪
を
短
く
伸

ば
し
て
い
た
頭
が
す
っ
か
り
丸
め
ら
れ
て
、
注
４
雲
水
の
よ
う
に
青
々
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

あ
ま
り
の
思
い
が
け
な
さ
に
、
た
だ
目
を
瞠み
は

っ
て
い
る
と
、

「
ま
ん
ず
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ゃ
ん
し
て
…
…
や
っ
ぱ
し
風
が
滲し

み
る
と
見
え
て
、
嚔
く
し
ゃ
みを
、
は
や
三

度
も
し
ま
し
た
。」

母
親
は
、
仕
方
な
さ
そ
う
に
笑
っ
て
息
子
を
か
え
り
み
た
。
息
子
の
方
は
に
こ
り
と
も
せ
ず
に
う
つ
む

い
て
、
こ
れ
ま
た
仕
方
が
な
い
と
い
う
ふ
う
に
青
い
頭
を
ゆ
る
く
左
右
に
振
っ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、
ど

ち
ら
も
納
得
ず
く
の
剃て
い
は
つ髪
ら
し
く
、

「
な
ん
と
ま
あ
、
涼す
ず

し
げ
な
頭
に
お
な
り
で
。」

と
、
よ
う
や
く
声
を
上
げ
て
か
ら
、
ふ
と
、
宿
泊
カ
ー
ド
に
光
林
寺
内
と
あ
っ
た
の
を
思
い
出
し
た
。

「
そ
れ
じ
ゃ
、
こ
ち
ら
が
お
坊
さ
ん
に
…
…
？
」

「
へ
え
、
雲
水
に
な
り
ま
す
ん
で
。
明
日
か
ら
、
こ
こ
の
大
本
山
に
入
門
す
る
ん
で
や
ん
す
。」

母
親
が
目
を
し
ば
た
た
き
な
が
ら
そ
う
い
っ
た
。

そ
れ
で
、
④
こ
の
親
子
に
ま
つ
わ
る
謎な

ぞ

が
い
ち
ど
に
解
け
た
。
大
本
山
、
と
い
う
の
は
、
こ
こ
か
ら
バ

ス
で
半
時
間
ほ
ど
の
山
中
に
あ
る
曹そ

う
と
う洞
宗
の
名
高
い
注
５
古こ

刹さ
つ

で
、
毎
年
春
先
に
な
る
と
、
そ
こ
へ
入
門

を
志
す
若
い
雲
水
た
ち
が
墨す
み

染
め
の
衣
こ
ろ
も

姿
で
集
ま
っ
て
く
る
。
こ
の
少
年
も
そ
の
ひ
と
り
で
、
北
の
は
ず

れ
か
ら
母
親
に
付
き
添そ

わ
れ
て
は
る
ば
る
修
行
に
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
頭
を
丸
め
た
少
年
は
、
前
に
も
増
し
て
な
に
か
痛
々
し
い
ほ
ど
可か

憐れ
ん

に
見
え
た
。

さ
っ
き
青
々
と
し
た
頭
に
気
づ
い
た
と
き
、
ま
る
で
雲
水
の
よ
う
な
、
と
は
思
っ
た
も
の
の
、
⑤
本
物
の

雲
水
に
な
る
た
め
の
剃
髪
だ
と
は
思
い
も
及お

よ

ば
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
せ
い
だ
が
、
母
親
に
よ
る
と
、

注
６
得
度
さ
え
済
ま
せ
て
い
れ
ば
中
学
卒
で
入
門
が
許
さ
れ
る
と
い
う
。

け
れ
ど
も
、
こ
こ
の
大
本
山
で
の
修
行
は
注
７
峻
し
ゅ
ん

烈れ
つ

を
極
め
る
と
聞
い
て
い
る
。
果は
た

し
て
こ
の
幼
い
少

年
に
耐た

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
と
、
他ひ
と
ご
と

人
事
な
が
ら
は
ら
は
ら
し
て
、

「
で
も
…
…
お
母
さ
ん
と
し
て
は
な
に
か
と
御
心
配
で
し
ょ
う
ね
え
。」

と
い
う
と
、

「
な
に
、
こ
う
見
え
て
も
芯し
ん

の
強
い
子
で
す
か
ら
に
、
な
ん
と
か
堪こ
ら

え
て
く
れ
ま
し
ょ
う
。
父
親
も
見

守
っ
て
く
れ
て
ま
す
。」
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母
親
は
珍
し
く
力
ん
だ
口
調
で
、
息
子
に
も
、
自
分
に
も
い
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
そ
う
い
っ
た
。

　

―
息
子
が
湯
を
使
っ
て
い
る
間
、
帳
場
で
母
親
に
茶
を
出
す
と
、
Ｂ
問
わ
ず
語
り
に
こ
ん
な
こ
と
を

話
し
て
く
れ
た
。
自
分
は
寺
の
梵ぼ
ん
さ
い妻
だ
が
、
お
と
と
し
の
暮
近
く
に
、
夫
の
住
職
が
交
通
事
故
で
亡な

く

な
っ
た
。
夫
は
、
四
、
五
年
前
か
ら
、
遠
い
注
８
檀だ
ん

家か

の
法
事
に
出
か
け
る
と
き
は
自
転
車
を
使
っ
て
い

た
が
、
町
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
の
口
車
に
乗
せ
ら
れ
て
ス
ク
ー
タ
ー
に
乗
り
換か

え
た
の
が
ま
ず
か
っ
た
。
凍い

て
つ
い
た
峠
と
う
げ

道
で
、
ス
リ
ッ
プ
し
た
と
こ
ろ
を
大
型
ト
ラ
ッ
ク
に
撥は

ね
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

跡あ
と

継つ

ぎ
の
息
子
は
す
で
に
得
度
を
済
ま
せ
て
い
た
が
、
ま
だ
中
学
二
年
生
で
あ
る
。
仕
方
な
く
、
町
に

あ
る
お
な
じ
宗
派
の
寺
に
応お
う
え
ん援
を
仰あ
お

い
で
な
ん
と
か
急
場
を
凌し
の

い
で
き
た
が
、
出
費
も
嵩か
さ

む
し
、
い
つ
ま

で
も
住
職
の
い
な
い
寺
で
は
困
る
と
い
う
檀
家
の
声
も
高
ま
っ
て
、
一
刻
も
早
く
息
子
を
住
職
に
仕
立
て

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
。
住
職
に
な
る
に
は
、
大
本
山
で
三
年
以
上
、
ほ
か
に
本
科
一
年
間
の

修
行
を
積
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
く
ゆ
く
は
高
校
か
ら
し
か
る
べ
き
大
学
へ
進
学
さ
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た

が
、
も
は
や
そ
ん
な
悠ゆ
う

長ち
ょ
うな
こ
と
は
い
っ
て
い
ら
れ
な
い
。
十
五
で
修
行
に
出
す
の
は
可か
わ
い
そ
う

哀
相
だ
が
、
仕

方
が
な
か
っ
た
。

自
分
は
明
日
、
息
子
が
入
門
す
る
の
を
見
届
け
た
ら
、
す
ぐ
帰
郷
す
る
。
入
門
後
は
百
日
面
会
は
で
き

な
い
と
い
う
が
、
里
心
が
つ
く
と
い
け
な
い
か
ら
面
会
な
ど
せ
ず
に
、
郷
里
で
寺
を
守
り
な
が
ら
、
息
子

が
お
よ
そ
五
年
間
の
修
行
を
終
え
て
帰
っ
て
く
る
の
を
待
つ
つ
も
り
で
い
る
…
…
。

「
そ
れ
じ
ゃ
、
息
子
さ
ん
は
今
夜
で
娑し
ゃ

婆ば

と
は
当
分
の
お
別
れ
で
す
ね
。
お
夕
食
は
う
ん
と
御ご

馳ち

走そ
う

し
ま

し
ょ
う
。
な
に
が
お
好
き
か
し
ら
。」

そ
う
訊き

く
と
、
母
親
は
即そ
く

座ざ

に
、

「
ん
だ
ら
、
と
ん
か
つ

0

0

0

0

に
し
て
頂
き
ゃ
ん
す
。」

と
い
っ
た
、

「
と
ん
か
つ

0

0

0

0

…
…
そ
ん
な
も
の
で
よ
ろ
し
い
ん
で
す
か
？
」

「
へ
え
。
あ
の
子
は
、
寺
育
ち
の
く
せ
に
、
ど
う
い
う
も
の
か
と
ん
か
つ

0

0

0

0

が
大
好
物
で
や
ん
し
て
…
…
。」

母
親
は
、
は
に
か
む
よ
う
に
笑
い
な
が
ら
そ
う
い
っ
た
。

だ
か
ら
、
夕
食
に
は
、
こ
れ
ま
で
で
い
ち
ば
ん
厚
い
と
ん
か
つ

0

0

0

0

を
じ
っ
く
り
と
揚あ

げ
て
出
し
た
。
し
ば

ら
く
す
る
と
、
給
仕
の
女
中
が
降
り
て
き
て
、

「
お
二
人
は
、
し
ん
み
り
食
べ
て
ま
す
よ
。
い
ま
覗の

ぞ

い
て
み
た
ら
、
⑥
お
母
さ
ん
の
皿
は
も
う
空
っ
ぽ
で
、

お
子
さ
ん
の
方
は
ま
だ
食
べ
て
ま
す
。
お
母
さ
ん
は
箸は
し

を
置
い
て
、
お
子
さ
ん
が
せ
っ
せ
と
食
べ
る
の
を

黙だ
ま

っ
て
見
て
る
ん
で
す
。」

と
い
っ
た
。
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そ
れ
か
ら
一
年
近
く
経た

っ
た
翌
年
の
二
月
、
母
親
だ
け
が
一
人
で
ひ
ょ
っ
こ
り
訪
ね
て
き
た
。
面
会
な

ど
し
な
い
と
強
気
で
い
て
も
、
や
は
り
、
い
ち
ど
顔
を
見
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ

た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
修
行
中
の
息
子
が
、
雪ゆ
き

作ざ

務む

の
と
き
僧そ
う
ぼ
う房
の
屋
根
か
ら
雪
と
一い
っ
し
ょ緒
に
転
落

し
、
右
脚
を
骨
折
し
て
、
い
ま
は
市
内
の
病
院
に
入
院
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

「
も
う
歩
け
る
ふ
う
で
や
ん
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
や
ら
と
思
い
ま
し
て
な
あ
。」

相
変か
わ

ら
ず
地
味
な
和
装
の
、
⑦
小こ

鬢び
ん

に
白
い
も
の
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
母
親
は
、
決
し
て
面
会

で
は
な
く
、
た
だ
ち
ょ
っ
と
見
舞ま

い
に
き
た
だ
け
だ
と
い
っ
た
。

息
子
の
手
紙
に
は
、
病
院
に
き
て
は
い
け
な
い
、
夕
方
六
時
に
去
年
の
宿
で
待
っ
て
い
る
よ
う
に
と

あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、

「
じ
ゃ
、
お
夕
食
は
御
一
緒
で
す
ね
。
で
も
、
去
年
と
は
違
い
ま
す
か
ら
、
な
に
を
お
出
し
す
れ
ば
い
い

の
か
し
ら
。」

「
さ
あ
…
…
修
行
中
の
身
で
す
か
ら
に
な
あ
。
し
た
が
、
や
っ
ぱ
し
…
…
。」

「
わ
か
り
ま
し
た
。
お
任
せ
く
だ
さ
い
。」

と
引
き
下
が
っ
て
、
女
中
に
と
ん
か
つ

0

0

0

0

の
用
意
を
い
い
つ
け
た
。

夕
方
六
時
き
っ
か
り
に
、
衣
姿
の
雲
水
が
玄げ
ん
か
ん関
に
立
っ
た
。
び
っ
く
り
し
た
。
わ
ず
か
一
年
足
ら
ず
の

間
に
、
顔
か
ら
も
軀か

ら
だつ
き
か
ら
も
可
憐
さ
が
す
っ
か
り
消
え
て
、
見
違
え
る
よ
う
な
凜り
ん

と
し
た
僧
に
な
っ

て
い
る
。
去
年
、
人
前
で
は
口
を
噤つ
ぐ

ん
だ
ま
ま
だ
っ
た
彼
は
、
思
い
が
け
な
く
錬ね

れ
た
太
い
声
で
、

「
お
ひ
さ
し
ぶ
り
で
す
。
そ
の
節
は
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。」

と
い
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
調
理
場
か
ら
漂
た
だ
よ

っ
て
く
る
好
物
の
匂に
お

い
に
気
づ
い
た
ら
し
く
、
ふ
と
目
を
和

ま
せ
て
、
こ
ち
ら
を
見
た
。

「
…
…
よ
ろ
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。」

彼
は
無
言
で
合が
っ
し
ょ
う掌の
礼
を
す
る
と
、
右
脚
を
す
こ
し
引
き
ず
る
よ
う
に
し
な
が
ら
、
母
親
の
待
つ
二
階

へ
ゆ
っ
く
り
階
段
を
昇の
ぼ

っ
て
い
っ
た
。

 

（
三
浦
哲
郎
「
と
ん
か
つ
」『
み
ち
づ
れ
』
新
潮
文
庫
に
よ
る
）

（
注
）

注
１　

外
套　

防
寒
の
た
め
に
衣
服
の
上
に
着
る
衣
類
。
オ
ー
バ
ー
。
コ
ー
ト
。

注
２　

ひ
っ
つ
め
髪　

無
造
作
に
後
ろ
に
引
き
詰
め
て
結
ぶ
女
性
の
髪
型
。

注
３　

物
見
遊
山　

気
晴
ら
し
に
見
物
し
て
遊
び
ま
わ
る
こ
と
。

注
４　

雲
水　

禅
僧
の
こ
と
。

注
５　

古
刹　

古
く
由
緒
の
あ
る
寺
。

注
６　

得
度　

出
家
し
て
僧
に
な
る
こ
と
。

注
７　

峻
烈　

非
常
に
き
び
し
い
こ
と
。

注
８　

檀
家　

一
定
の
寺
に
属
し
、
そ
の
寺
を
援
助
す
る
家
。
ま
た
、
そ
の
家
の
人
。
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問
一　

傍
線
部
Ａ
「
は
に
か
み
笑
い
」、
Ｂ
「
問
わ
ず
語
り
」
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、

次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

Ａ　

は
に
か
み
笑
い

　

ア　

困
っ
た
よ
う
な
笑
い　
　

イ　

思
い
が
け
な
い
笑
い

　

ウ　

ひ
っ
そ
り
と
し
た
笑
い　

エ　

恥
ず
か
し
そ
う
な
笑
い　
　

Ｂ　

問
わ
ず
語
り

　

ア　

質
問
に
答
え
る
こ
と　
　

イ　

自
分
か
ら
語
り
だ
す
こ
と

　

ウ　

愚ぐ

痴ち

を
こ
ぼ
す
こ
と　
　

エ　

得
意
に
な
っ
て
話
す
こ
と

問
二　

傍
線
部
①
「
も
う
三
月
も
下
旬
だ
と
い
う
の
に
、
ま
だ
重
そ
う
な
冬
外
套
の
ま
ま
」
と
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
三
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
②
「
ま
さ
か
、
厄
介
な
お
客
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
ね
」
と
あ
り
ま
す
が
、
女
中
が
こ
の
よ

う
に
言
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
な
る
部
分
を
会
話
文
中
か
ら
五
十
字
以
内
で
さ
が
し
、

そ
の
初
め
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
③
「
尋
ね
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の

説
明
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

あ
ま
り
に
不
思
議
な
親
子
で
あ
っ
た
の
で
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
出
か
け
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
と
興

味
を
持
っ
た
か
ら
。

イ　

穏
や
か
な
良
い
天
気
で
あ
っ
た
の
で
、
せ
っ
か
く
遠
方
か
ら
来
た
母
子
に
名
所
を
紹
介
し
て
あ
げ

た
い
と
思
っ
た
か
ら
。

ウ　

得
体
の
知
れ
な
い
親
子
の
様
子
を
見
て
、
こ
の
ま
ま
宿
代
を
払
わ
ず
に
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
心
配
し
た
か
ら
。

エ　

女
中
の
口
に
し
た
よ
う
に
親
子
心
中
を
し
に
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
安
を
ぬ
ぐ
い
き
れ

な
か
っ
た
か
ら
。

問
五　

傍
線
部
④
「
こ
の
親
子
に
ま
つ
わ
る
謎
が
い
ち
ど
に
解
け
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
解
け
た 

「
こ
の
親
子
に
ま
つ
わ
る
謎
」
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
す
べ
て
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

な
ぜ
、
遠
方
か
ら
の
母
子
が
、
あ
え
て
裏
通
り
に
あ
る
目
立
た
な
い
宿
に
泊
ま
り
に
来
た
の
か
。

イ　

な
ぜ
、
入
学
試
験
と
も
思
え
な
い
時
期
に
、
わ
ざ
わ
ざ
遠
方
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
。

ウ　

な
ぜ
、
宿
泊
カ
ー
ド
の
職
業
欄
に
、
主
婦
と
か
、
今
春
中
学
卒
業
な
ど
と
書
き
入
れ
た
の
か
。

エ　

な
ぜ
、
二
日
目
の
朝
に
観
光
に
は
不
似
合
い
な
ほ
ど
、
少
な
い
荷
物
で
外
出
し
て
い
っ
た
の
か
。

オ　

な
ぜ
、
少
年
が
中
学
卒
業
に
あ
わ
せ
て
大
本
山
で
の
修
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
か
。
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問
六　

傍
線
部
⑤
「
本
物
の
雲
水
に
な
る
た
め
の
剃
髪
だ
と
は
思
い
も
及
ば
な
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
四
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
七　

傍
線
部
⑥
「
お
母
さ
ん
の
皿
は
も
う
空
っ
ぽ
で
、
お
子
さ
ん
の
方
は
ま
だ
食
べ
て
ま
す
」
と
あ
り

ま
す
が
、な
ぜ
「
お
母
さ
ん
の
皿
」
の
方
が
先
に
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
。「
お
母
さ
ん
」

の
心
情
を
踏ふ

ま
え
て
説
明
し
な
さ
い
。

問
八　

傍
線
部
⑦
「
小
鬢
に
白
い
も
の
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
母
」

の
ど
の
よ
う
な
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
か
。
次
の
説
明
の
空
欄
あ
・
い
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
そ
れ
ぞ

れ
考
え
て
書
き
な
さ
い
。

　

「
白
い
も
の
」
は
　　
　

あ　
　
　

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
母
」
が
一
年
前
に
比
べ
、
い
く
ぶ
ん

年
老
い
た
様
子
を
示
す
表
現
で
あ
る
。
一
方
で
、
見
た
目
の
変
化
は
「
母
」
の
心
情
も
表
し
て
お
り
、

修
行
に
出
た
息
子
の
こ
と
を
　　
　

い　
　
　

す
る
「
母
」
の
気
持
ち
が
見
た
目
の
変
化
を
引
き
起
こ
し

た
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
。

問
九　

こ
の
文
章
に
関
す
る
説
明
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

こ
の
文
章
は
、
修
行
前
の
息
子
が
母
親
と
は
じ
め
て
宿
に
来
た
と
き
の
場
面
と
、
修
行
中
に
怪け

が我

を
し
た
息
子
を
母
親
が
見
舞
い
に
来
た
場
面
の
大
き
く
二
つ
の
場
面
に
分
け
ら
れ
る
。
後
者
で
は
一

年
で
大
き
く
成
長
し
た
息
子
の
姿
と
、
年
老
い
た
母
親
の
姿
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
以
前
に
宿
に
泊

ま
っ
た
と
き
と
は
、
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
親
子
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。

イ　

こ
の
文
章
は
、登
場
人
物
の
会
話
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
。
母
親
の
発
言
に
は
方
言
が
使
わ
れ
、

宿
の
女お
か
み将
や
女
中
の
発
言
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
の
違
い
を
通
じ
て
、
親
子
が
遠
方
か

ら
わ
ざ
わ
ざ
地
方
の
観
光
都
市
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
や
、
宿
の
女
将
や
女
中
が
都
会
的
な
も

の
の
考
え
方
を
す
る
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ウ　

こ
の
文
章
は
、
住
職
に
な
る
た
め
の
修
行
に
向
か
う
息
子
の
変
化
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま

だ
あ
ど
け
な
く
、
母
親
が
そ
ば
に
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
心
配
だ
っ
た
息
子
が
、
一
年
間
の
修
行
の
中

で
す
っ
か
り
大
人
び
て
、
立
派
な
僧
の
姿
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
を
描
く
こ
と
で
、
息
子
が
修

行
に
よ
っ
て
寺
を
継
ぐ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
格
を
身
に
付
け
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

エ　

こ
の
文
章
は
、
家
の
寺
を
継
ぐ
た
め
の
修
行
に
向
か
っ
て
い
く
息
子
と
、
そ
の
息
子
を
想
う
母
親

と
の
関
係
を
宿
の
女
将
の
視
点
か
ら
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
親
子
の
泊
ま
っ
た
宿
で
、
ひ
と
時
の
別

れ
の
と
き
と
、
再
会
の
と
き
に
出
さ
れ
た
「
と
ん
か
つ
」
は
、
母
の
変
わ
ら
ぬ
愛
情
と
、
宿
の
人
々

の
さ
り
げ
な
い
優
し
さ
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
。
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三
　　

次
の
各
文
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

①
新
し
い
大
統
領
の
シ
ュ
ウ
ニ
ン
演
説
を
聴
く
。

②
二
国
間
の
争
い
に
対
し
て
、
国
連
が
チ
ョ
ウ
テ
イ
に
入
っ
た
。

③
そ
の
失
敗
に
つ
い
て
、
ゼ
ン
ゴ
サ
ク
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

④
彼
は
最
近
、
個
性
派
ハ
イ
ユ
ウ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

⑤
ユ
ウ
ラ
ン
船
で
、
三
河
の
島
々
を
め
ぐ
る
。

 

（
問
題
は
以
上
で
す
。）





― 1 ―

注意

１．指示があるまで開かないようにしてください。

２．この冊
さっし

子の総ページ数は 12 ページです。
　　問題は 3～ 8ページにあります。

３．答えはすべて解答用紙に書きなさい。

４． 解答用紙の裏面には答えを書かないこと。
　　書いても採点しません。

　　　　　　　2019 年度

特別給費生入試

算　数
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１

⑴ 　20，21，24，25，28，30，32，35，37，40 の 10 個の数から異なるものをいくつ

か選んで和が 100 となるようにしたい。

　あ　2個選ぶときや，5個以上選ぶときでは和が 100にできないことを説明しなさい。

　　以下の問いには　20＋30＋40　のように答えること。

　い　3個選んで和が 100 になる組合せをすべて求めなさい。

　う　4個選んで和が 100 になる組合せをすべて求めなさい。

⑵　赤球 100 個と青球 30 個と白球何個かを 1列に並べます。

　え　どの 2つの赤球も隣
とな

り合わないようにするには白球は最少で何個必要ですか。

　お 　両端以外のどの球についても両隣りの球の色が異なるようにするには，白球は

何個以上何個以下でないといけませんか。
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２

点線で辺がかかれた正方形について，正方形の中に書かれた数字の本数だけ辺を線で

なぞります。

たとえば

などのようになります。

⑴

   となっているとき，辺のなぞり方は 6通りあります。

6通りすべて答えなさい。

⑵   左の図において，辺のなぞり方がちょうど 1通りとな

るようなあといの組合せをすべて答えなさい。たと

えばあが 3でい が 2のときは，（3，2）のように答

えること。

⑶

   となっているとき，辺のなぞり方は何通りあるか答え

なさい。

⑷

   となっているとき，辺のなぞり方は何通りあるか答え

なさい。

0 2 3 3 2

2

あ い

2 2

1 2

3 4
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⑸   左の図において，うとえとおになぞる

ことのできる数の組を入れる。

   このような数の組をすべて考えると，辺

のなぞり方は全部で何通りあるか答えな

さい。

う え お
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３

いくつかの点を平面上に配置することを考えます。

3つの点であれば，図 1のように正三角形の頂点上に配置することで，どの 2点の距

離も等しくできます。

4つの点であれば，図 2のように正方形の頂点上に配置することで，2点の距離は各

辺の長さ（ ）と対角線の長さ（ ）の 2種類にできます。

点の配置と，2点の間の距離について次の問いに答えなさい。ただし，図示するとき

には図 2のように異なる長さは異なる種類の線で表すこと。

⑴ 　5 点で距離の種類が 2種類となっている配置を 1つ図示しなさい。

⑵ 　図 3のように直角二等辺三角形でない方の

三角定規の頂点の位置に，3つの点を配置し

ました。これに 4点目を追加しても，距離の

種類が増えないようにすることができます。

たとえば図 4の①の点です。4点目として他

に考えられる点を 2つ②，③として図示しな

さい。

⑶ 　4 点が距離の種類が 2種類になるように配置したい。図 2以外の配置を 3つ図示

しなさい。ただし回転したり，裏返したり拡大縮小して同じ形になるものは 1つと

します。

図 1 図 2

図 3

①
図 4
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４

図 1のように右側と下側に向かって，どこまでも限りなく続くマス目を考えます。そ

れぞれのマス目を，左から数えた数と上から数

えた数の組で表します。

たとえば，「あ」のマス目は左から 4番目，

上から 2番目のマス目なので（4，2）と表しま

す。

それぞれのマス目は，1秒ごとに次の規則で

明かりがついたり消えたりします。

規則 1　最初は（1，1）のマス目だけ消えていて他はすべてついています。

規則 2　 あるマス目の上下左右（ななめは考えない）のマス目のうち，消えているマ

ス目の数が奇数個ならば，次の 1秒は明かりが消え，消えているマス目が偶

数個（消えているマス目がない場合も含
ふく

む）ならば次の 1秒は明かりがつき

ます。

図 2の場合

「 い」のマス目の上下左右の消えているマス目は

3個です。3は奇数なので，「い」のマス目は，

1秒後には明かりが消えます。

「 う」のマス目の上下左右の消えているマス目は

2個です。2は偶数なので，「う」のマス目は，

1秒後も明かりがついたままです。

「 え」や「お」のマス目のように，上または左のマス目がない場合は，あるマス目だけ

で考えます。例えば「え」では，下と左右のマス目を考えて消えているマス目は 2個，

「お」では，上下と右のマス目だけ考えて消えているマス目は 1個と考えます。

あ

図 1

い

え

うお

上端

左
端

図 2
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最初から 3秒後までの明かりの変化は次のようになります。

⑴ 　4 秒後に明かりが消えているマス目はどれですか。解答らんのマス目のうち明か

りが消えているものを黒く塗
ぬ

りつぶしなさい。

⑵ 　次のア，イ，ウのマス目がはじめて消えるのは何秒後ですか。それぞれについ

て，消える場合は秒数を，いつまでも消えない場合は×と答えなさい。

　ア　（2，5）のマス目

　イ　（10，1）のマス目

　ウ　（8，8）のマス目

⑶ 　あるマス目が，2秒続けて消えることはありますか。理由をつけて答えなさい。

説明には解答らんの図を使ってもかまいません。

（問題は以上です。）

最初

2秒後

1秒後

3秒後
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　　　　　　　2019 年度

特別給費生入試

理　科

注意

1．指示があるまで開かないようにしてください。

2．この冊
さっし

子の総ページ数は 16 ページです。
　  問題は 4～ 14 ページにあります。

3．答えはすべて解答用紙に書きなさい。

4． 解答用紙の裏面には答えを書かないこと。
　  書いても採点しません。
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１　雲についての文章を読み，あとの問いに答えなさい。

よく晴れた夏の日のことです。ひろし君が空を見上げると雲が浮
う

かんでいました。ひ

ろし君は 2分ごとに写真を撮
と

って雲が生まれて消えていく様子を観察しました。写真は

図 1の 5枚です。

 

0 分はまだ雲がない状態。2分で雲ができ始めて，4分では大きくなり，6分が最大で，

その後 8分のように小さくなってその後雲は消えました。Ａ～Ｆは空中の場所を表して

います。

ひろし君が中学生のお姉さんのまいさんに話しました。

ひろし　「雲ってどこかから水平に流れてくるものだと思ってた。雲って何もない場所

から生まれるんだよ，お姉ちゃん」

ま　い　「雲がどうやってできるか知ってる？」

ひろし　「水蒸気をふくんだ空気が地面の近くで温められて上
じょう

昇
しょう

するでしょ。上に行く

と温度が下がって，そうすると空気中の水蒸気が水
すい

滴
てき

になる。それが雲だ」

ま　い　「だいたいいいけど，途
と

中
ちゅう

の説明が抜
ぬ

けてるよ。空気のかたまりが上昇すると，

上空では空気のかたまりが膨
ぼう

張
ちょう

するの」

ひろし　「何で膨張するの？」

ま　い　「お祭りやイベントでもらう風船も手を放すと上がっていくけど，上空に行く

と体積が大きくなるんだよ」

図 1

0分 2分 4分 6分 8分

A B

C

D

E

F
A B
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問 1　ヘリウムの入った風船が上空に上がると体積が大きくなるのはなぜでしょう。そ

の理由を次のア～オから１つ選び，記号で答えなさい。

ア　上空では気温が低いため

イ　上空では水平に風が吹
ふ

いているため

ウ　上空では気圧が低いため

エ　上空では空気中にふくまれる水蒸気が少ないため

オ　上空では風船にはたらく浮
ふ

力
りょく

が小さくなるため

ま　い　「で，空気は膨張すると温度が下がるの」

ひろし　「なんで？」

ま　い　「そこはむずかしいんだけど，スプレー缶
かん

をプシューっと吹き出すと缶が冷た

くなるでしょ。あれと同じなんだって。空気のかたまりが膨張すると温度が下

がって，あとはひろしの説明のとおり。空気中の水蒸気が水滴になる。それが

雲ね」

ひろし　「わかったよ。僕
ぼく

が撮った写真だと 0分から 6分まで空気が上昇しているんだ

ね。そこで上昇は行き止まりで，そこからは雲が消えていってる」

ひろし　「お姉ちゃん，図 1の 5枚の写真を見ると，雲の上の方はもこもこしてるのに，

雲の底は平らなんだよ。どうして？」

ま　い　「図 1の 6分の写真をよく見ると，さっき

の雲の隣
となり

で同じ写真に写っていた雲が図 2

のようになってるよね」

ひろし　「あ。雲の底が同じ高さだ」

ま　い　「それがヒントね。もうひとつ，雲の底が

平らになる理由のヒント。図 1の写真で，

水蒸気や水滴はどこにあるかわかるかな」

A B

図 2：6分
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問 2　図 1の 4分のときに，水蒸気を白丸で，水滴を黒丸で表わすと，次のア～エの

どれになりますか。１つ選んで記号で答えなさい。また，それが正しいと言える理由

を書きなさい。「ＡとＢを結ぶ線」という言葉を用いること。場所を表すとき，Ａ～

Ｆの記号を使ってもよい。

ま　い　「これで，雲の底が平らになる理由もわかるよね」

ひろし　「わかったよ。お姉ちゃん，もうひとつ。雲はなぜ白いの？」

ま　い　「ひろしはなぜだと思う？」

ひろし　「雲はもともと白いのかな。いや黒い雲も見たことあるぞ。それとも太陽の光

を反射するからかな。でも，黒い雲は反射しないのか。だいたい雲って水の粒
つぶ

でしょ。透
とう

明
めい

じゃないの」

ま　い　「雲は水の粒の集まりで，水の粒自体は透明というのは正しいよ。じゃあ，

ちょっと考えてみようか」

ア イ ウ エ

A B

C

D

E

F
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ま　い　「図 3のように，複雑な形をしたガラスの立体を

考えるね。これが水滴のつもり。この立体の下の

面から強さ 1のレーザー光を入れると，上下左右

に 1/4 ＝ 0.25 ずつ進むとします。空気中やガラ

ス中で光が吸収されることはないとするね」

ま　い　「次に，図 4のようにこの立体を 2つ（Ａ，Ｂ）

並べて下から強さ 1のレーザー光を入れるよ。

上・下・左・右に進む光の強さを考えて。ただ

し，立体を 4回通る（あるいは反射する）と，光

の強さは

　　　　　　　 1
4
× 1
4
× 1
4
× 1
4
＝ 1
256
＝ 0.0039…

　　　　になってとっても弱い（0.01 未満）から，4回通

る光は考えないことにするね。はじめは左に進む

光の強さを計算して」

ひろし　「Ａから左に進む光とＢから左に進む光があるから，表 1を作って・・・」

表 1［左］

経路 通るまたは
反射する回数 光の強さ

Ａ→左 1 1/4

Ａ→Ｂ→左 2 1/16

Ａ→Ｂ→Ａ→左 3 1/64

合計（小数第 2位まで） 21/64 ＝ 0.33

図 3

図 4

1
41

4
1
4

1
41

1

A

B
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ま　い　「できたね。右に進む光の強さもこれと同じで 0.33 ね。じゃあ，上と下は？」

ひろし　「表 2と表 3を作って，と」

表 2［上］

経路 通るまたは
反射する回数 光の強さ

合計（小数第 2位まで） ①

表 3［下］

経路 通るまたは
反射する回数 光の強さ

合計（小数第 2位まで）  ②

問 3　図 4で上と下に進む光の強さ（表 2，3の①と②）はそれぞれいくらですか。小

数第 2位まで求めなさい。

ま　い　「できたね。じゃあ，次は立体 4つ。図 5のよ

うに立体を 4個並べて，Ａの立体の下から 1の

レーザー光を入れるね。このとき，左に進む光

の強さはいくら？」

ひろし　「表 4を作るぞ」

図 5

1

A

B

C

D
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問 4　図 5で左に進む光の強さは合わせて（表 4の③）いくらですか。小数第 2位ま

で求めなさい。

表 4［左］

経路 通るまたは
反射する回数 光の強さ

合計（小数第 2位まで） ③

問 5　ここまででわかることを次のア～エから１つ選んで記号で答えなさい。

ア　立体の数が多いほど（上方に）通り抜ける光が多く，横に出る光も多くなる。

イ　立体の数が多いほど通り抜ける光が少なく，横に出る光も少なくなる。

ウ　立体の数が多いほど通り抜ける光が多く，横に出る光は少なくなる。

エ　立体の数が多いほど通り抜ける光が少なく，横に出る光が多くなる。

ま　い　「雲が白い理由がわかった？」

ひろし　「うん。でも黒い雲もあるし・・・」

ま　い　「入道雲が白く見えるのは，ひろしが遠

くから，しかも入道雲を横から見ている

から（図 6のＡ）だよ。入道雲の真下

に行って雲を見上げてみて（Ｂ）。きっ

と黒い雲が見えるよ」

問 6　①ひろし君には入道雲が白く見えるしく

みと②下から見上げると黒く見えるしくみを説

明しなさい。ガラスの立体で考えたことを用い

ること。 図 6

A

B
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２　湖や海について，次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

植物プランクトンは主に窒
ちっ

素
そ

やリンなどの栄養塩
えん

類
るい

をえさとして増
ぞう

殖
しょく

します。栄養塩

類が不足する湖は貧
ひん

栄養湖と呼ばれ，そこに生息する生物の種類も多くありません。反

対に，栄養塩類が多い湖は富
ふ

栄養湖と呼ばれます。しかし，栄養塩類が多いからといっ

て生物の種数が多いとは限りません。

栄養塩類のほとんどは，河
か

川
せん

からもたらされます。流れこんできた栄養塩類は，水面

付近にのみ供給されるわけではなく，むしろ水底へ流れこんでいきます。

栄養塩類の濃
のう

度
ど

が高くなると，ａ水面の色が変わるほどプランクトンや藻
そう

類
るい

が大増殖

することがあります。また，水中でできた物質が何らかの原因でわき上がって色が付い

て見えることもあります。プランクトンなどの生物が増えると，それにともなって死
し

骸
がい

も増え，それらは水底に沈
しず

んでいきます。これらの死骸を分解してくれるのが，菌
きん

類や

細菌類です。このような環
かん

境
きょう

では，水中の溶
よう

存
ぞん

酸素量（水中にわずかに溶
と

けている酸素

の量）が大きく変化します。

日本のような温帯域においては，夏ほど日射量が多く，植物はさかんに光合成をしま

す。しかし，ｂ植物プランクトンの量は日射量の多い真夏ほど多いわけではなく，春や

秋に多くなることが知られています。冬になると気温が下がるため，水面付近の水温は

低下します。しかし，水底の水温の季節による変化は，水面付近ほど大きくはありませ

ん。

問 1　次のア～エの湖のうち，富栄養湖をすべて選び，記号で答えなさい。

ア　摩
ま

周
しゅう

湖　　　河川の出入りがない閉
へい

鎖
さ

湖である。

イ　十和田湖　　唯
ゆい

一
いつ

，奥
お い ら せ

入瀬川が流れ出ている。

ウ　諏
す わ

訪湖　　　多数の河川が流れこんでいる。

エ　霞
かすみ

ヶ
が

浦
うら

　　　平均水深 4 mの浅い湖である。 
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このページでは，水面付近とは水深が 1 mに満たない深さとし，水底とは水深 20 m

とします。また，気候については日本のような温帯域で考えます。

問 2　植物プランクトンはおもに水中のどこに生息していますか。次のア～ウから 1つ

選び，記号で答えなさい。

ア　水面付近

イ　水底付近

ウ　小さい種は水面付近，大きい種は水底というようにすみわけている

問 3　下線部ａについて，次の⑴～⑶に答えなさい。

⑴　このような現象とはあまり関係ないものを次のア～エから 1つ選び，記号で答え

なさい。

ア　赤潮　　　イ　青潮　　　ウ　黒潮　　　エ　白潮

⑵　このような現象が起こるとき，水中にすむ魚介類はどのようになりますか。最も

考えにくいものをの次のア～エから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　水中の溶存酸素量が不足するため，魚
ぎょ

介
かい

類が減少する。

イ　増殖したプランクトンがえらにつまり，魚介類が窒
ちっ

息
そく

する。

ウ　藻類などがつくる毒によって，魚介類が死ぬことがある。

エ　えさが豊富になるため，魚介類が繁
はん

栄
えい

する。

⑶　このとき，溶存酸素量の変化は①水面付近と②水底で大きく異なります。それぞ

れ溶存酸素は増加するか，減少するか，理由とともに答えなさい。

問 4　下線部ｂについて，真夏に植物プランクトンの量が最大にならない理由を，上

下方向の水温分布に注目して考え，説明しなさい。
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それでは，海に目を向けてみましょう。

日本一の干満差（干潮と満潮の潮位の差）をほこり，日本最大の干
ひ

潟
がた

面積をもつ有明

海は，多数の河川が流れこみ，豊かな生態系を育んでいます。潮
ちょう

汐
せき

潮
ちょう

流
りゅう

といって，潮の

満ち引きにともなって湾
わん

内の流れができますが，それが頻
ひん

繁
ぱん

に変わることで，よくかき

回されているのです。

問 5　有明海では近年，干潟が減少したり，奇
き

形
けい

魚が生まれるなどの環境問題が深刻

化しています。漁
ぎょ

獲
かく

量が減少したり，海
の り

苔の不作が続いていることの原因として，明

らかに誤っているものを，次のア～オから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　 有明海の海底下まで伸びた三
みつ

井
い

三
み

池
いけ

炭鉱が閉山し，坑
こう

道
どう

が崩
ほう

落
らく

するなどして海底

が沈
ちん

降
こう

したから。

イ�　諫
いさ

早
はや

湾
わん

干
かん

拓
たく

事業における堤
てい

防
ぼう

の閉め切りで，有明海全体の潮汐潮流が変化したか

ら。

ウ　 下水道が発達し，また下水処理の技術も進んで，特にリンの除去が高い精度でで

きるようになったため，海に流れこむ水がきれいになったから。

エ　 筑
ちく

後
ご

川をはじめとする多数の河川で取水が広く行われるようになり，河川の流量

が減少しているから。

オ　 西日本は梅雨時期を中心に豪
ごう

雨
う

に襲
おそ

われることが多く，そのたびに多量の土
ど

砂
しゃ

が

有明海に流れこむから。
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海洋深層水をうたった商品が多数売られています。海洋深層水とは，水深 200 m よ

りも深部にある海水をさす言葉で，多くは水深 500 m～1000 m ぐらいの水深から採取

しています。海水のままではしょっぱくて飲めませんので，脱
だつ

塩
えん

処理といって食塩の成

分を取り除いてから販
はん

売
ばい

します。

海洋深層水の特
とく

徴
ちょう

として，陸や大気からの細菌や化学物質による汚
お

染
せん

にさらされる機

会がほとんどないため，大変きれいであることがあげられます。また，ｃ栄養塩類を多

量に含
ふく

んでいます。

問 6　海洋における深層水は，海水の何％を占めますか。最も近い値を次のア～エか

ら選び，記号で答えなさい。

ア　35％　　　イ　55％　　　ウ　75％　　　エ　95％

問 7　下線部ｃについて，なぜ海洋深層水は栄養塩類を多く含むのか，説明しなさい。 
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次に太平洋について考えてみましょう。

太平洋は赤道をまたぐ世界一大きな大洋です。北太平洋は右回り，南太平洋は左回り

の海流が大きく循
じゅん

環
かん

するように流れており，それぞれの中央部には強い海流は流れてい

ません。

赤道太平洋（太平洋の熱帯地域）では，西部（インドネシア沖
おき

）の方が東部（ペルー

沖）と比べて水温が高くなっています。赤道付近では貿易風という東風が強く吹いてい

ますが，西部ではこの貿易風によって東部の暖かい海水が西部に吹
ふ

き寄
よ

せられて水温が

上昇し，東部では海洋の下層から冷たい海水が湧
わ

き上がって（湧
ゆう

昇
しょう

流
りゅう

），水温が低くな

ります。このｄ湧昇流によってペルー沖は豊かな漁場になっています。

魚類は変温動物であり，水温が高いほど活発に活動するため，生息しやすいと考えら

れます。しかし，水温が低いところでも，その水温に合った魚類が生息しています。ペ

ルー沖では，ふだんアンチョビー（カタクチイワシ）がたくさん採れます。

数年に一度，何らかの原因で貿易風が弱まることがあります。すると赤道太平洋東部

の海面水温は平年より高くなります。これを 　　��①��　　（現象）と言います。　　��①��　　 が

起きると，世界中の天候に影
えい

響
きょう

を与
あた

えます。遠く離
はな

れた日本にも影響はおよび，一般

に 　　��②��　　 になります。

問 8　北太平洋の中央部と北太平洋北部では，どちらがよりよい漁場となっているで

しょうか。理由とともに答えなさい。

問 9　下線部ｄについて，低温の湧昇流が湧き上がることで豊かな漁場となる理由を

説明しなさい。

問 10　文章中の 　　��①��　　 に入る語を答えなさい。また， 　　��②��　　 に入る語として，次

のア～エから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　猛暑・暖冬　　　イ　猛暑・厳冬　　　ウ　冷夏・暖冬　　　エ　冷夏・厳冬

（問題は以上です。）
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　　　　　　　2019年度

特別給費生入試

社　会

注意

１．指示があるまで開かないようにしてください。

２．この冊
さっし

子の総ページ数は16ページです。
　　問題は 4～15ページにあります。

３．答えはすべて解答用紙に書きなさい。

４． 解答用紙の裏面には答えを書かないこと。
　　書いても採点しません。
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☆  　海
かい

くん、陽
よう

くん、学
まなぶ

くんは、夏休みに旅行に行った九州の県についていろいろ調
べ、レポートにまとめました。これらのレポートを読んで、あとの問いにそれぞれ答
えなさい。

海くん

ぼくは、福岡県に行きました。①福岡県は福岡市と北九州市の 2つの政令指定都市が
あり、いちごの栽培がさかんなことで有名です。1901年に操業をはじめた（　１　）製
鉄所は日本の産業革命を支え、ここを中心に北九州工業地帯が発展しました。②伝統的
な工芸品でも有名なものが多く、博多祇

ぎ

園
おん

山
やま

笠
がさ

や博多どんたくなど、地域に根付いた伝
統的な祭りもおこなわれています。
福岡市に到着してまっさきにぼくが向かったのは、福岡城です。この城は江戸時代に
黒田氏が建てた城です。城門を入ってしばらく歩くと、「鴻

こう

臚
ろ

館跡
あと

展示館」がありました。
ここは、奈良時代から平安時代にかけて、唐・新羅などから来た外交使節をむかえたり、
貿易をおこなったりする大事な建物があったところでした。でも、調べてみると、③当
時の外交と現在の外交は大きくちがうことがわかりました。
つぎに、ぼくは、博多湾沿岸に築かれた石の防塁

るい

を見に行きました。これは元の皇帝
（　２　）による攻撃をうけた鎌倉幕府が、ふたたび元軍が襲

しゆうらい

来するのに備えてつくら
せたもので、（　３　）の役では元軍が上陸できなかったそうです。
ところで、福岡市にあるＪＲの大きな駅は福岡駅ではなく博多駅といいます。博多は、
平安時代後半から中国や朝鮮半島との貿易で栄えたまちの名前で、室町時代には堺とと
もに商人が自治していたことで有名でした。江戸時代に城下町に吸収された博多は福岡
市の一部になりましたが、今でも福岡市を支える一地区として名を残しています。

問１　文中の空らん（　１　）～（　３　）にあてはまる語句を、それぞれ答えなさい。
なお（　１　）（　３　）は漢字で答えなさい。
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問２　下線部①について、次の表は、都道府県内に複数の政令指定都市がある都道府県
に関するデータをまとめた表で、ア～エはそのいずれかの都道府県があてはまりま
す。ア～エにあてはまる都道府県名を、それぞれ漢字で答えなさい。

人口（千人） 農業産出額（億円） 海面漁業漁獲量（百トン） 工業製造品出荷額（億円）

ア

イ

ウ

エ

8,823

9,159

5,107

3,675

353

846

2,196

2,266

183

345

261

1,834

169,695

175,686

92,748

164,797

問３　下線部②について、次のア～エのうち、福岡県の伝統的工芸品を一つ選び、記号
で答えなさい。
　ア　大島つむぎ　　イ　久留米かすり　　ウ　十日町ちぢみ　　エ　西陣織

問４　下線部③について、遣隋使や遣唐使、足利義満らが日明貿易をおこなったころ
までの外交とくらべて、今の外交はどのような特色がありますか。解答らんにあうよ
うに、三つあげなさい。
（解答らん：当時の外交は～～）
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陽くん

ぼくは、熊本県に行ってきました。ぼくが知っている熊本県のことは、世界最大級の
カルデラをもつ（　４　）山があることと、四大公害病の 1つである（　５　）病が発
生したこと、そして鉄道ファンなので日本三大急流の 1つ（　６　）川沿いを走るSL
人
ひと

吉
よし

号などでした。ですから、お父さんと一緒に熊本県をまわって、新しいことを知ろ
うと頑張りました。
まず、熊本城に行きました。熊本城は、江戸時代の初めにこの地域を支配した加藤清

きよ

正
まさ

が築城したもので、明治時代に西南戦争をおこした（　７　）が攻めても落とすこと
ができなかったほどの、守りの堅い城でした。でも、 2年前に起きた熊本地震で城は大
きな被害を受けたため、天守閣に入ることはできませんでした。熊本城の説明を読むと、

④加藤清正の子孫が熊本を支配したのではなく、細川氏が支配したとありました。細川
氏が長く支配したにもかかわらず、加藤清正の方が今でも人気があるようでした。
次に、熊本駅から新幹線でとなり駅の新

しん

玉
たま

名
な

駅まで移動し、玉名市をまわりました。
玉名市には、かつて伊

い

倉
くら

と高
たか

瀬
せ

の 2 つの貿易港があり、宋や明との貿易で栄えたそうで
す。加藤清正が熊本を支配するころには、（　８　）貿易がさかんにおこなわれ、貿易
に従事する中国人が居住して唐

とう

人
じん

町
まち

を形成し、お墓も残っていました。そういえば、熊
本市内を観光しているときに通った「中唐人町」「西唐人町」も、もしかしたら関係あ
るのかもしれません。中国や東南アジアの国々との間でおこなわれた（　８　）貿易は、
江戸幕府が鎖国をおこなうころにはおとろえましたが、その名残を見つけることができ
ました。さらに海の方に向かうと、⑤右ページの写真のような水田の広がる風景が一面
に広がっていました。もともと海だった地域が一面の水田になっており、人々のなみな
みならぬ努力を感じることができました。
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（玉名市資料より）

問５　文中の空らん（　４　）～（　８　）にあてはまる語句を、それぞれ答えなさい。
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問６　下線部④について、加藤清正の子孫が熊本の領地を幕府から取り上げられたころ
を調べると、多くの大名が幕府によって領地を取り上げられていました。その大半
が、あとつぎがいなかったことを理由としていましたが、それ以外のさまざまな理由
でも数人の大名が広大な領地を取り上げられていました。そして取り上げた広大な領
地を、幕府は新しい大名に与えました。そこには、幕府のあるねらいを読みとること
ができます。
   　次の図１～２は、1619年に広島を支配していた福島氏が、図３～４は1622年に山形
を支配していた最上氏が、図５～６は1632年に熊本を支配していた加藤氏が、それぞ
れ幕府に領地を取り上げられた前後のようすをあらわしています。
　これらの図からよみとれる、幕府のねらいを答えなさい。なお、図中に示した
   　　は外様大名、　　は譜代大名をあらわしています。また、10万石以上の大名は図
中に名前が書かれています。

図１

図２

毛利

毛利

福島

浅野
水野

堀尾

堀尾

池田

池田

池田

池田

森

森

 
１万石～　

 
３万石～　

 
10万石～　

 
15万石～　

 
30万石～
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図３

図５ 図６

図４

佐竹 佐竹

南部 南部

伊達 伊達
上杉

細川 小笠原

有馬 有馬

加藤 細川

島津 島津

立花 立花
鍋島 鍋島

黒田 黒田
寺沢 寺沢

上杉

蒲生 蒲生

最上 酒井

鳥居

 
１万石～　

 
３万石～　

 
10万石～　

 
15万石～　

 
30万石～
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問７　下線部⑤について、次の問いに答えなさい。

⑴  　写真のような水田の広がる風景は、どのような方法でつくられたものですか、簡
単に説明しなさい。

⑵  　写真のような風景は江戸時代からつくられていきました。とくに1910年代末の事
件をきっかけに食料を増産する必要性が高まり、⑴で説明した方法が積極的にすす
められました。この事件の名称を答えなさい。

⑶  　写真には、ビニルハウスも多く確認できます。次のグラフは、ここで多く生産さ
れるある野菜が、東京都の青果市場で取り引きされた、月別産地上位 3都道府県を
あらわしたものです。この野菜を、あとのア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

　（月）

  （トン）

（東京都中央卸売市場 市場統計情報 平成29年度 より作成）

　　ア　いちご　　イ　すいか　　ウ　トマト　　エ　なす
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学くん

ぼくは、長崎県に行ってきました。まずお父さんにお願いしてハウステンボスに行こ
うと思いました。でもお父さんは、ハウステンボスよりもまず近くの港に行こう、と言
うので連れて行ってもらいました。そこは浦

うらがしらひきあげ

頭引揚記念平和公園とよばれ、資料館に行
くと、この港が第二次世界大戦後に⑥中国や南洋諸島から日本にもどってくる人が上陸
した港の 1つだとわかりました。軍人約64万人と一般人約76万人が戻ってきて、現在の
ハウステンボスのある場所で 2～ 3泊したあと、近くの駅から鉄道に乗って故郷へと
帰っていったそうです。第二次世界大戦中に海軍の施設だった場所は、戦後アメリカ軍
が管理し、日本にもどってきた人を収容する施設となりました。その後、1950年に⑦警
察予備隊が駐

ちゆうとん

屯する場所となり、国有地そして工業団地の利用を経て、1992年に現在の
ハウステンボスがオープンしました。ハウステンボスで遊ぶつもりだったぼくは、複雑
な気分になりました。
そういえば、今年、「長崎と天草地方の潜

せん

伏
ぷく

キリシタン関連遺産」が世界遺産に登録
されました。1549年、イエズス会宣教師（　９　）によってキリスト教が日本に伝えら
れ、その後、来日した宣教師の布教活動や、南蛮貿易の利益を求めて改宗したキリシタ
ン大名の保護によってキリスト教は全国に広まりました。しかし、豊臣秀吉や江戸幕府
はキリスト教を厳しく取りしまり、宣教師は国外へ追放されました。さらに1637年、キ
リシタンが蜂

ほう

起
き

して（　10　）城跡
あと

に立てこもった島原の乱（島原・天草一揆）をきっ
かけに幕府は、「鎖国」を確立しました。宣教師がいなくなり、残されたキリシタンは、
キリスト教が禁じられている中で、日本の伝統的宗教や一般社会と共生しながら信仰を
続けた「潜伏キリシタン」となりました。1854年の開国ののち、フランスの宣教師によ
る大浦天主堂が完成すると、大浦天主堂を訪れて信仰を公にする潜伏キリシタンが次々
と出てきました。このため、江戸幕府は潜伏キリシタンを捕らえましたが、⑧明治政府
も引き続きキリシタンを厳しく取りしまりました。欧米諸国はこれに強く抗議し、1873
年、とうとう明治政府は厳しい取りしまりをやめました。
旅行からもどってきてからぼくはお父さんに、「今度は長崎と天草地方の潜伏キリシ
タン関連遺産にも行きたい」とお願いしました。お父さんは、「世界遺産になると有名
になって世界中から観光客が訪れるようになれば、観光による仕事が増えたり、町が整
備されたりするかもしれないね。⑨でも本当にそれでいいのかな？もしかすると大きな
課題がかくれているかもしれないよ。」と言いました。ぼくは、ここに暮らす人々の気
持ちをよく考えてみようと思いました。
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問８　文中の空らん（　９　）・（　10　）にあてはまる語句を、それぞれ答えなさい。

問９　下線部⑥の港では、入港した船や上陸者には厳しく検
けん

疫
えき

がおこなわれました。現
在でも、海外から帰国すると、健康に関する質問票が配布され、必要事項

こう

を記入して
検疫カウンターへ提出します。出発国や地域によっては旅行中に体調のすぐれなかっ
た場合や、肉類、果物、動物、植物等を日本国内に持ち込む場合にも検疫をうける必
要があります。なぜ検疫をおこなう必要があるのですか、その理由を答えなさい。

問10　下線部⑦について、次の問いに答えなさい。
⑴  　設置されるきっかけとなった、1950年から1953年にかけておこなわれた戦争の名
称を答えなさい。
⑵  　⑴の戦争で戦った国の首脳が、今年 6月にシンガポールで史上初の会談をおこな
いました。この会談をおこなった首脳の名前を二人答えなさい。

問11　下線部⑧について、この取りしまりは1868年に明治政府が民衆に向けて出した 5
つの命令の一つである。この命令の名前を答えなさい。

問12　下線部⑨について、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」にはどのよう
な課題がありますか。次の資料を参考にして、答えなさい。また、その課題に対しあ
なたはどのようにすれば解決できると考えますか、もっとも大事だと思う方法を一つ
あげなさい。
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資料 1
カトリック信者が住民の 6割を占

し

める「外海の出
し

津
つ

集落」（長崎市）。世界遺産登録決
定から一夜明けた 1日、集落内の出津教会堂には、日曜朝のミサが終わった頃から徐々
に観光客がやって来た。
帽子をかぶったまま聖堂内に入ろうとする女性がいた。「恐

おそ

れ入ります。脱帽でお願
いします」。教会守の尾下シゲノさん（69）が優しく声を掛ける。女性は気付いて帽子
を取った。
今後、夏休みや秋の観光シーズンには観光客が押し寄せるかもしれない。尾下さんは

「教会に来てもらうのはうれしい。だけど、どっと来られると余裕がなくなり、笑顔で
迎
むか

えられなくなるのでは」と不安を口にする。
出津教会堂は明治時代の1882年、フランス人宣教師のド・ロ神父の指導で建てられ
た。130年以上、信者が毎朝のように祈りをささげる生きた祈りの場だ。
同教会堂の山口竜太郎神父（41）は「神様が一緒にいてくださることを意識するのが
祈りのとき」と話す。朝晩、食事の前後など日常的に祈りがある。信者にとって祈りは
生きることと直結している。その中心が日曜日のミサで、教会を自分の家以上に大切と
思う信者もいる。
長崎市の70代の男性信徒は「教会は信者にとって、いつでも開かれている祈りの場。
そこに大勢の人がわいわい言いながら入ってくると集中できない」と心配する。
（中略）
離
り

島に住む60代の男性信徒は「世界遺産になれば信徒には大変なことばかり。何のメ
リットがあるのか。でも、地元の活性化のために協力したい」と複雑な心境をのぞかせ
る。遺産を訪れる来訪者一人一人に、信者の生活に配

はい

慮
りよ

する意識が求められている。
（長崎新聞2018年 7 月 4 日 1 面）
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資料 2
黒
くろ

島
しま

天主堂は1975年ごろに大規模な改修をした。当時を知る信徒によると改修費は約
5千万円で、一世帯当たり20万円ほど出し合った。だが、当時とは島の状

じょうきよう

況が大きく異
なる。75年には約1500人が暮らしていたが、過

か

疎
そ

化で現在は約430人に減った。人口の
8割が信徒とされるが、島内では「前回の改修よりも各世帯の負担がもっと重くなるの
ではないか」と不安の声が強い。
県が資産保全のために積み立てている基金は2015年に創設。主に企

きぎょう

業・団体の寄付で
8400万円が集まっている。これまでに改修工事の補助金として江

え

上
がみ

天主堂（五島市）に
160万円、大浦天主堂（長崎市）に350万円を支出した。
今後、基金は約 1億 5千万円まで確保するめどが立っているが、目標額の 3億円には
遠い。県は登録を機に寄付の呼び掛

か

けを強化する意向だ。 4月からは県庁や関係市町の
庁舎などに募

ぼ

金
きん

箱を置き、少額の寄付も募
つの

っている。県は「県民全体で遺産を支えてほ
しい」と呼び掛けている。

（長崎新聞2018年 7 月 6 日24面）

資料 3
世界遺産に関する地元住民としての意識

　世界遺産は、私たち地元住民自身が　　　　地元住民の生活に支障を来すようで
　大切に守っていくべき　　　　　　　　　　あれば世界遺産はいらない

（『ながさき経済2018.8』より）
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資料 4　世界文化遺産への訪問者数の推移 （登録前後の指数）

総務省『世界文化遺産の保存・管理等に関する実態調査－結果報告書』より

総務省『世界文化遺産の保存・管理等に関する実態調査－結果報告書』より

（問題は以上です。）





二
〇
一
九
年
度

入
試
Ⅰ
・
帰
国
生
入
試
Ⅰ

国
　
語

注
意

一
、
指
示
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

二
、
こ
の
冊さ
っ
し子
の
総
ペ
ー
ジ
数
は
12
ペ
ー
ジ
で
す
。

　
　

問
題
は
３
～
11
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

三
、
答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
き
な
さ
い
。
解
答
欄ら
ん

以
外

に
書
い
て
も
採
点
し
ま
せ
ん
。

四
、
字
数
を
指
示
し
て
い
る
問
題
で
は
、「
、」
や
「
。」
な
ど
も

字
数
に
ふ
く
み
ま
す
。
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一
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。（
本
文
は
問
題
作
成
上
、
表
記
を
変
え
た
り
省
略

し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。）

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ォ
レ
ス
と
よ
く
比ひ

較か
く

さ
れ
ま
す
。
た
ま
に
、
ウ
ォ
レ
ス
が
実
は
進

化
論
を
発
見
し
て
、
そ
れ
を
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
横
取
り
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
が
、
き
ち
ん
と
調
べ
て

み
る
と
①
ま
っ
た
く
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
そ
も
そ
も
進
化
論
の
着
想
を
得
た
の
が
い
つ
か
を
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
ビ
ー

グ
ル
号
に
乗
っ
て
世
界
を
航
海
し
は
じ
め
た
の
が
一
八
三
一
年
で
す
。
一
八
三
一
年
か
ら
ビ
ー
グ
ル
号
に

乗
っ
て
五
年
間
、
世
界
中
を
回
り
ま
す
。
ビ
ー
グ
ル
号
は
イ
ギ
リ
ス
の
軍ぐ
ん

艦か
ん

で
、
測
量
を
し
て
回
る
わ
け

で
す
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
そ
こ
に
注
１
博
物
学
者
と
い
う
資
格
で
乗
っ
て
い
き
ま
す
。
公
式
の
博
物
学
者
は

船
医
を
兼
ね
た
人
物
で
し
た
か
ら
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
「
客
人
」
と
し
て
ビ
ー
グ
ル
号
に
乗
り
ま
し
た
。
で

も
、
公
式
の
博
物
学
者
が
途
中
で
船
を
降
り
た
た
め
、
そ
の
後
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
事
実
上
、
唯ゆ

い
い
つ一
の
博

物
学
者
と
し
て
航
海
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
航
海
中
の
い
ろ
い
ろ
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
標
本
な
ど
を
全
部
、
帰
っ
て
き
て
か
ら 

Ａ
セ
イ
リ
し
ま
す
。
そ
し
て
、
帰
国
し
て
落
ち
着
き
を
取
り
戻も
ど

し
た
一
八
三
九
年
に
結け
っ
こ
ん婚
し
ま
す
。
ま
た
、

同
じ
年
に
『
ビ
ー
グ
ル
号
航
海
記
』
を
出
版
し
ま
す
。（
精
確
に
は
、
最
初
は
艦
長
の
著
作
と
一い
っ

緒し
ょ

に
出
版
さ
れ
、

そ
の
後
、
現
在
の
よ
う
な
全
五
巻
本
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
）。
で
も
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
『
種
の
起
源
』
の

中ち
ゅ
う

核か
く

と
な
る
思
想
は
で
き
て
い
な
い
の
で
す
。（『
種
の
起
源
』
の
最
初
の
版
が
出
た
の
は
一
八
五
九
年
で
す
か
ら
、 

二
〇
年
の
月
日
が
た
っ
て
い
ま
す
）

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
源
』
の
序
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

「
海
軍
の
測
量
船
ビ
ー
グ
ル
号
に
博
物
学
者
と
し
て
乗
り
組
み
航
海
を
し
た
と
き
、
南
米
大
陸
に
生
息
す

る
生
物
の
Ｂ
分
布
や
、
化
石
に
見
ら
れ
る
現
在
か
ら
過
去
に
い
た
る
生
物
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、
い
く

つ
か
の
事
実
を
知
っ
て
大
い
に
感か
ん
め
い銘
を
受
け
た
」（『
新
版
・
図
説
種
の
起
源
』
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
リ

チ
ャ
ー
ド
・
リ
ー
キ
ー
編
、
吉
岡
晶
子
訳
、
東
京
書
籍
、
一
九
九
七
年
）

こ
れ
が
『
種
の
起
源
』
の
最
初
の
文
章
で
す
。
そ
の
少
し
先
に
は
、
こ
う
あ
り
ま
す
。

「
種
の
起
源
と
い
う
こ
の
問
題
に
関
係
の
あ
り
そ
う
な
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
実
を
丹た

ん
ね
ん念
に
く
ま
な
く
集
め

て
、
じ
っ
く
り
検
討
す
れ
ば
、
き
っ
と
何
か
が
わ
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
ふ
と
思
い
つ
い
た
の
が
、

帰
国
後
の
一
八
三
七
年
の
こ
と
だ
っ
た
」

で
す
か
ら
、
一
八
三
一
年
に
乗
り
組
ん
で
数
年
の
航
海
の
後
に
帰
っ
て
き
て
、
帰
国
し
て
か
ら
一
八
三

七
年
に
こ
の
着
想
を
得
て
い
る
の
で
す
ね
。

「
そ
れ
か
ら
五
年
、
研
究
を
続
け
た
私
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
ま
と
め
、
い
く
つ
か
簡
単
な
研
究
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ノ
ー
ト
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
一
八
四
四
年
に
、
そ
れ
に
肉
づ
け
を
し
て
、
当
時
の
私
が
こ
れ
な
ら
妥だ

当と
う

だ
ろ
う
と
思
っ
た
結
論
を
注
２
草そ
う
こ
う稿
の
形
に
し
た
」

つ
ま
り
、
一
八
三
七
年
に
着
想
を
得
て
、
そ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
考
え
続
け
て
研
究
ノ
ー
ト
を
た
く
さ

ん
つ
く
り
、
そ
の
結
果
、
一
八
四
四
年
に
草
稿
が
で
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

な
ぜ
、
一
八
四
四
年
の
草
稿
が
一
八
五
九
年
に
『
種
の
起
源
』
と
し
て
出
版
さ
れ
る
ま
で
、
さ
ら
に
一

五
年
と
い
う
長
い
月
日
が
か
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
？

そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
序
文
か
ら
引
用
し
ま
す
。

「
い
ま
マ
レ
ー
諸
島
で
博
物
研
究
を
し
て
い
る
ウ
ォ
レ
ス
氏
（
イ
ギ
リ
ス
の
博
物
学
者
）
が
、
種
の
起
源
に

つ
い
て
私
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
結
論
に
達
し
た
」

ウ
ォ
レ
ス
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
宛あ
て

に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
送
っ
て
い
ま
す
。

自
分
は
い
ま
マ
レ
ー
諸
島
で
研
究
を
し
て
い
る
博
物
学
者
だ
け
れ
ど
、
ど
う
も
生
物
は
進
化
す
る
ら
し

い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。
そ
う
言
っ
て
、
論
文
を
送
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
一
八
五

八
年
で
す
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
進
化
論
を
思
い
つ
い
た
の
が
三
七
年
な
の
で
、
そ
こ
か
ら
い
く
と
ほ
ぼ
二
〇
年
間
、
ア

イ
デ
ィ
ア
を
温
め
て
い
る
う
ち
に
、
若
き
ウ
ォ
レ
ス
が
論
文
を
書
い
て
送
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
ダ
ー

ウ
ィ
ン
は
あ
わ
て
ま
し
た
。
自
分
は
膨ぼ
う
だ
い大
な
研
究
資
料
を
も
っ
て
い
て
、
日
記
や
ノ
ー
ト
、
草
稿
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
年
間
も
発
表
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
。

　
　　

１　
　

、
友
人
で
地
質
学
者
の
サ
ー
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
エ
ル
に
相
談
し
ま
す
。
こ
の
人
は
ダ
ー

ウ
ィ
ン
の
苦
労
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
一
緒
に
発
表
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
ウ
ォ
レ
ス
の
論
文

を
す
ぐ
に
は
発
表
せ
ず
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
短
い
論
文
を
書
い
て
、
二
本
同
時
に
リ
ン
ネ
学
会
で
発
表
す
る

と
い
う
②
手
は
ず
を
調と

と
のえ

て
く
れ
ま
す
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
実
際
に
日
記
や
ノ
ー
ト
に
た
く
さ
ん
書
い
て
い
る
以
上
、
も
の
す
ご
く
早
く
か
ら
着
想

を
得
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
　　

２　
　

、
ウ
ォ
レ
ス
の
研
究
を
盗ぬ
す

ん
だ
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く

③
根
も
葉
も
な
い
嘘う
そ

な
の
で
す
。

　
　　

３　
　

、
若
き
ウ
ォ
レ
ス
の
行
動
に
刺し

激げ
き

さ
れ
て
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
自
説
を
発
表
す
る
覚か
く

悟ご

を
決
め

た
こ
と
も
た
し
か
で
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
、
④
サ
ー
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
エ
ル
の
取
り
計
ら
い
は
、

誠
実
で
公
正
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。　

そ
れ
に
し
て
も
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
長
い
間
、
進
化
論
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
温
め
続
け
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
僕
は
、
こ
れ
こ
そ
本
当
の
「
休
き
ゅ
う

暇か

」
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
ダ
ー
ウ
ィ
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ン
は
い
っ
さ
い
就
職
し
て
い
ま
せ
ん
。
働
い
た
注
３
痕こ
ん
せ
き跡
が
見
ら
れ
る
の
は
唯
一
、
ビ
ー
グ
ル
号
の
軍
艦

に
乗
り
組
ん
で
博
物
学
者
と
し
て
研
究
を
し
て
い
た
と
き
く
ら
い
で
、
そ
れ
以
外
は
ど
こ
か
ら
も
い
っ
さ

い
、
お
金
を
も
ら
っ
て
い
な
い
。

な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
と
、
す
で
に
ご
紹
し
ょ
う

介か
い

し
ま
し
た
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
非
常
に
裕ゆ
う
ふ
く福

な
家
に
育
っ
た
か
ら
で
す
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
家
は
、
ブ
ラ
ン
ド
洋
食
器
と
し
て
有
名
な
ウ
ェ
ッ
ジ
ウ
ッ
ド
家

と
親し

ん
せ
き戚
で
す
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
も
従
妹
と
結
婚
し
ま
す
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
家
と
ウ
ェ
ッ
ジ
ウ
ッ
ド
家
は
、

何
人
も
の
婚こ
ん
い
ん姻
関
係
を
通
じ
て
、
Ｃ
ミ
ッ
セ
ツ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
彼
の
お
父
さ
ん
も

非
常
に
著
名
で
裕
福
な
お
医
者
さ
ん
で
す
。

お
金
は
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
の
で
、
仕
事
を
し
て
お
金
を
稼か
せ

ぐ
必
要
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
⑤
自
分
の
家
で
好
き
な
研
究
を
ず
っ
と
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で

は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
人
生
は
、
一
生
、
休
暇
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
Ｄ
過
言
で
は
な
い
。
前
に
出
て
き
た 

注
４
三
人
の
天
才
た
ち
と
比
べ
る
と
少
し
ち
が
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
場
合
は
、
最
初

か
ら
そ
う
い
う
境
き
ょ
う

遇ぐ
う

に
生
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

二
〇
年
間
ず
っ
と
構
想
を
温
め
続
け
て
発
表
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
単
に
彼
が
裕
福
な
家
に

生
ま
れ
、
仕
事
に
就
く
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
実
は
宗
教
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
も
と
で
の
定
説
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
定
説
と
い
う
の
は
、
基

本
的
に
は
聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
程
度
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、「
種
」
は
、

ダ
ー
ウ
ィ
ン
以
降
の
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
注
５
系
統
樹
み
た
い
な
形
で
分
化
し
て
い
く
も
の

で
は
な
く
、
最
初
か
ら
別
々
の
種
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
以
外
の
説
を 

Ｅ
ト
ナ
え
る
人
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
⑥
現
在
か
ら
考
え
る
と
理
解
す
る
の
が
逆
に
困
難
で
す
が
、
昔
は
そ
れ
が
常
識
で
し
た
。
種
を

つ
く
っ
た
の
は
神
様
で
す
。
人
間
は
そ
の
中
で
も
特
別
に
神
様
が
つ
く
っ
た
と
い
う
の
が
定
説
だ
っ
た
わ

け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
い
き
な
り
進
化
す
る
ゾ
、
種
は
分
化
す
る
ゾ
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
言
い
始
め
る

と
、「
人
間
と
サ
ル
の
先
祖
が
同
じ
だ
な
ん
て
、
け
し
か
ら
ん
！
」
と
反
発
を
く
ら
う
こ
と
に
な
る
。
現

在
な
ら
ば
そ
れ
は
あ
た
り
ま
え
な
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
当
時
と
し
て
は
神
に
対
す
る
注
６
冒ぼ
う
と
く瀆
に
な
り

ま
す
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
発
表
を
二
〇
年
間
も
ひ
か
え
た
理
由
の
一
つ
は
、
い
く
ら
自
分
が
正
し
い
と
信
じ
て
い

た
と
は
い
え
、
そ
れ
を
公
に
し
た
と
き
に
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
怖お
そ

れ
で
す
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
も
と
も
と

社
会
の
上
層
部
に
属
し
て
い
ま
す
か
ら
、
周
囲
か
ら
冷
た
い
目
で
見
ら
れ
て
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
る
こ
と

に
対
す
る
懸け

念ね
ん

は
非
常
に
大
き
か
っ
た
の
で
す
。
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た
だ
、
自
分
に
近
し
い
学
者
な
ど
に
は
自
説
を
洩も

ら
し
て
い
て
、
そ
の
反
応
を
彼
は
見
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。
高
名
な
学
者
や
注
７
リ
ベ
ラ
ル
な
考
え
方
を
す
る
友
人
で
も
、
進
化
論
の
話
を
す
る
と
い
き
な

り
か
た
く
な
な
態
度
を
と
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
た
ぶ
ん
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
見

て
、
や
み
く
も
に
発
表
は
で
き
な
い
な
、
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
考
え
続
け
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
⑦
そ
う
し
て
研
究
を
重
ね
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
、
二
〇
年
も
た
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。

 

（
竹
内
薫
『
天
才
の
時
間
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
に
よ
る
）

（
注
）

注
１　

博
物
学　

動
物
・
植
物
・
鉱
物
な
ど
の
自
然
の
物
に
つ
い
て
、
分
類
な
ど
を
行
う
学
問
。

注
２　

草
稿　

文
章
の
下
書
き
。

注
３　

痕
跡　

何
か
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
。
形
跡
。

注
４　

 

三
人
の
天
才
た
ち　

ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ホ
ー
キ
ン

グ
の
三
人
を
指
す
。

注
５　

系
統
樹　

生
物
の
各
種
族
の
進
化
や
種
族
の
間
の
つ
な
が
り
を
樹
木
の
よ
う
な
形
で
示
し
た
図
。

注
６　

冒
瀆　

尊
い
も
の
や
清
ら
か
な
も
の
を
け
が
し
、
傷
つ
け
る
こ
と
。

注
７　

リ
ベ
ラ
ル　

古
い
考
え
に
と
ら
わ
れ
な
い
さ
ま
。

問
一　

二
重
傍ぼ
う
せ
ん線
部
Ａ
～
Ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
、
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
直
し
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
①
「
ま
っ
た
く
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。

本
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
、
五
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
②
「
手
は
ず
を
調
え
て
」、
③
「
根
も
葉
も
な
い
」
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も

の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

②　

ア　

説
明
を
加
え
て　
　

イ　

準
備
を
し
て

　
　

ウ　

興
味
を
持
っ
て　
　

エ　

対
策
を
立
て
て

③　

ア　

軽
は
ず
み
な　
　
　

イ　

あ
か
ら
さ
ま
な

　
　

ウ　

遠
回
し
な　
　
　
　

エ　

で
た
ら
め
な

問
四　

文
中
の
空く
う
ら
ん欄
１
～
３
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中

か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、記
号
で
答
え
な
さ
い
。た
だ
し
、同
じ
記
号
を
二
度
以
上
使
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

ア　

し
か
し　
　

イ　

そ
こ
で　
　

ウ　

た
と
え
ば　
　

エ　

だ
か
ら

問
五　

傍
線
部
④
「
サ
ー
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
エ
ル
の
取
り
計
ら
い
は
、
誠
実
で
公
正
な
も
の
だ
っ
た
」

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
の
「
取
り
計
ら
い
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
す
る
こ
と
で
す
か
。
四
十
字
以
内

で
説
明
し
な
さ
い
。

問
六　

傍
線
部
⑤
「
自
分
の
家
で
好
き
な
研
究
を
ず
っ
と
続
け
る
こ
と
」
を
た
と
え
た
表
現
を
、
文
中
か

ら
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。
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問
七　

傍
線
部
⑥
「
現
在
か
ら
考
え
る
と
理
解
す
る
の
が
逆
に
困
難
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は

な
ぜ
で
す
か
。「
現
在
の
常
識
で
は
」
と
い
う
書
き
出
し
に
続
く
よ
う
に
、
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て

二
十
五
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
八　

傍
線
部
⑦
「
そ
う
し
て
研
究
を
重
ね
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
、
二
〇
年
も
た
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら

二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
ビ
ー
グ
ル
号
に
乗
り
組
ん
で
航
海
を
し
た
と
き
に
集
め
た
資
料
だ
け
で
は
、
進
化

論
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
考
察
を
ま
と
め
る
た
め
の
期
間
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
。

イ　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
進
化
論
に
つ
い
て
様
々
な
考
察
を
重
ね
た
が
、
自
分
の
考
察
に
充
分
な
自
信
が
無

く
、
同
じ
結
論
に
達
す
る
研
究
者
が
現
れ
る
の
を
待
っ
て
い
た
か
ら
。

ウ　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
裕
福
な
境
遇
に
生
ま
れ
育
っ
て
い
る
た
め
、
仕
事
を
し
て
お
金
を
稼
ぐ
必
要
が
な

か
っ
た
の
で
、
あ
わ
て
て
研
究
成
果
を
発
表
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
。

エ　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
熱
心
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
た
め
、「
種
」
が
系
統
樹
の
よ
う
な
形
で
分
化

し
て
い
く
と
い
う
進
化
論
の
考
え
を
自
分
自
身
で
も
信
じ
切
れ
な
か
っ
た
か
ら
。

オ　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
社
会
の
上
層
部
に
属
し
て
い
た
た
め
、
進
化
論
を
発
表
し
た
と
き
に
周
囲
か
ら
仲

間
は
ず
れ
に
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
怖
れ
を
感
じ
た
か
ら
。
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二
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

何
が
困
る
か
と
い
う
と
、
長
い
冬
が
終
わ
っ
て
春
に
な
る
こ
と
が
、
困
る
の
で
あ
る
。

以
前
か
ら
「
変
わ
り
目
」
と
い
う
の
が
不
得
意
だ
っ
た
。

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
寒
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
う
ま
い
注
１
勾こ
う
ば
い配
が
つ
い
て
い
る

ら
し
く
、
変
わ
り
目
と
い
う
も
の
を
殆ほ

と
んど
感
じ
な
い
。
夏
か
ら
秋
と
春
か
ら
夏
へ
の
移
り
変
わ
り
の
時
期

に
は
雨
が
多
く
降
る
の
で
、
そ
ち
ら
に
気
を
と
ら
れ
て
、
こ
れ
も
変
わ
り
目
と
い
う
こ
と
の
感
じ
方
が
少

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
春
と
い
う
も
の
は
、
い
か
に
も
春
め
い
た
顔
を
し
て
や
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
？　

氷
は
溶と

け
、
葉
は
芽
吹
き
、
花
は
咲
き
、
温
度
は
上
が
り
、
空
気
は
い
い
香
り
に
な
り
、
虫
は

出
て
く
る
。
い
か
に
も
①
派
手
で
は
な
い
か
？

こ
う
派
手
に
や
っ
て
来
て
く
れ
る
と
、
こ
ち
ら
も
つ
い
派
手
に
出
迎む
か

え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。「
春

だ
春
だ
」
と
言
い
な
が
ら
、
通
り
に
浮う

か
れ
出
る
。
浮
か
れ
出
る
と
、
そ
り
ゃ
あ
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
会
っ

た
り
し
て
し
ま
う
。

た
と
え
ば
三
年
前
の
春
に
は
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。

後
ろ
か
ら
足
音
が
聞
こ
え
て
る
の
で
あ
る
。
春
の
昼
の
足
音
で
あ
る
か
ら
、
差
し
迫せ
ま

っ
た
も
の
で
は
な

い
。
夜
に
聞
こ
え
る
後
ろ
か
ら
の
足
音
と
は
違ち
が

う
。
そ
れ
で
も
、
あ
ま
り
人
通
り
の
な
い
通
り
で
の
足
音

は
、
気
に
な
る
。
振ふ

り
向
こ
う
か
振
り
向
く
ま
い
か
と
迷
う
だ
け
で
、
②
汗あ

せ

ば
ん
で
し
ま
う
心
地
に
な
る
。

振
り
向
く
決
心
が
つ
か
な
い
の
で
、
止
ま
っ
て
梅
の
花
の
匂に

お

い
か
な
ん
か
を
嗅か

ぐ
身
振
り
で
③
や
り
過
ご

そ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
足
音
は
、
こ
ち
ら
が
止
ま
る
と
同
時
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
仕
方
な
く
ま
た

歩
き
始
め
る
と
、
足
音
も
同
時
に
始
ま
る
。
足
取
り
を
遅お
そ

く
す
る
と
、
足
音
も
遅
く
な
る
。
早
め
る
と
、

あ
ち
ら
も
早
ま
る
。
そ
の
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
怖こ
わ

く
な
っ
て
き
て
走
り
だ
し
た
く
な
っ
た
。
こ
こ
で
走
り
だ

し
て
は
負
け
だ
と
思
っ
て
我が

慢ま
ん

す
る
が
、
何
が
負
け
な
の
か
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
足
音
は
の
ど
か

な
音
で
あ
る
。
害
の
な
さ
そ
う
な
音
で
あ
る
。
た
だ
し
害
が
あ
る
か
な
い
か
は
、
害
を
加
え
ら
れ
る
ま
で

は
判
断
が
つ
か
な
い
。
遂つ
い

に
決
心
し
て
振
り
向
い
た
。
後
ろ
に
は
何
も
い
な
か
っ
た
。

二
年
前
に
は
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。

見
知
ら
ぬ
子
供
が
い
る
。
一
人
で
ぼ
う
っ
と
歩
い
て
い
る
。
追
い
越こ

そ
う
と
す
る
と
、
並
ん
で
き
た
。

小
学
校
に
入
る
か
入
ら
ぬ
か
く
ら
い
の
子
供
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
黙だ
ま

っ
て
並
ん
だ
後
に
、　
あ
　

の
定
話
し

か
け
て
き
た
。

「
あ
の
ね
、
こ
な
い
だ
買
い
物
行
っ
た
の
」
そ
ん
な
こ
と
を
喋し

ゃ
べる
。
子
供
と
喋
る
の
は
あ
ま
り
得
意
で
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な
い
の
で
、「
そ
お
」
な
ど
と
あ
い
ま
い
な
返
事
を
し
て
い
た
が
、
子
供
は
か
ま
わ
ず
喋
り
続
け
た
。「
買

い
物
は
楽
し
い
よ
」「
そ
お
」「
何
買
っ
た
と
思
う
」「
さ
あ
」「
だ
る
ま
買
っ
た
ん
だ
よ
」
驚お
ど
ろい
て
、
え
、

と
い
う
よ
う
な
声
を
出
す
と
、
子
供
は
ず
い
ぶ
ん
得
意
そ
う
に
し
た
。
は
は
あ
こ
れ
は
言
い
慣
れ
た
こ
と

な
の
だ
な
と
見
当
を
つ
け
た
。
こ
れ
を
言
え
ば
相
手
は
笑
っ
て
く
れ
る
と
わ
か
っ
て
い
る
ん
だ
な
と
思
っ

た
。
笑
っ
て
や
る
も
ん
か
と
、
知
ら
ん
ふ
り
を
し
た
。

「
だ
る
ま
と
ね
、
あ
と
な
す
買
っ
た
よ
」
茄な

す子
と
出
た
。
ち
ょ
っ
と
意
表
を
つ
か
れ
た
。
で
も
驚
い
て

い
な
い
ふ
り
を
し
て
い
た
。
大
人
げ
な
い
こ
と
だ
と
思
い
な
が
ら
、
④
我
慢
し
た
。「
あ
と
は
ね
、
に
お

い
だ
ま
買
っ
た
よ
」
匂
い
玉
？　

何
か
の
専
門
用
語
な
ん
だ
ろ
う
か
。
匂
い
の
す
る
玉
か
。
テ
ニ
ス
ボ
ー

ル
く
ら
い
あ
る
玉
な
の
か
。
そ
れ
と
も
く
す
玉
の
よ
う
な
も
の
で
割
る
と
一
時
に
匂
い
が
た
つ
の
か
。
我

慢
が
で
き
な
く
て
、
つ
い
聞
い
て
し
ま
っ
た
。「
に
お
い
だ
ま
っ
て
、
何
」「
あ
げ
る
」
子
供
は
そ
う
言
っ

て
、
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
米
粒つ
ぶ

く
ら
い
の
大
き
さ
の
蠟ろ
う

の
よ
う
な
も
の
を
一
摑つ
か

み
取
り
出
し
て
、
こ
ち
ら
の
掌
て
の
ひ
ら

に
押
し
つ
け
た
。
安
っ
ぽ
い
匂
い
が
す
る
。
子
供
の
手
は
湿し
め

っ
て
い
た
。
匂
い
玉
は
、
湿
っ
た
子
供
の
手

に
何
粒
か
は
り
つ
い
た
ま
ま
残
っ
た
。
は
り
つ
い
た
匂
い
玉
を
眺な
が

め
て
い
る
う
ち
に
⑤
む
ず
む
ず
す
る
気

持
ち
に
な
っ
て
、
子
供
か
ら
離は

な

れ
た
く
な
っ
た
。
で
も
匂
い
玉
を
も
ら
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
も
う
離
れ

る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
い
た
。
⑥
や
ら
れ
た
、
と
思
い
な
が
ら
、
最
後
ま
で
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

去
年
は
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。

い
つ
も
散
歩
の
途
中
で
す
れ
違
う
人
と
挨あ
い
さ
つ拶
を
交
わ
し
た
の
で
あ
る
。
顔
見
知
り
だ
が
会
話
を
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
春
で
、
お
互た

が

い
に
　　

い　
　

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。「
こ
ん
に
ち
は
」
の
後

に
「
よ
く
お
会
い
し
ま
す
ね
」
と
続
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
自
然
に
並
ん
で
歩
く
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
前
の
年
の
子
供
と
違
っ
て
、
お
互
い
に
所
在
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。「
桜
は
も
う
す

ぐ
で
す
ね
」「
梅
は
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
り
で
し
ょ
う
か
」
以
上
の
話
は
な
い
の
に
、
並
ん
で
し
ま
っ
た
の
が

い
け
な
い
。
話
が
途
切
れ
た
ま
ま
分
か
れ
道
に
来
た
と
こ
ろ
で
「
で
は
」
と
言
っ
て
別
れ
れ
ば
よ
か
っ
た

の
に
、
何
か
の
拍
ひ
ょ
う

子し

で
相
手
が
「
サ
ボ
テ
ン
が
」
と
始
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
散
歩
の
途
中

に
考
え
て
い
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

「
都
市
の
緑
が
少
な
い
で
し
ょ
う
」
相
手
は
突
然
始
め
た
。「
都
市
緑
化
計
画
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て

ね
。
屋
上
に
緑
を
植
え
る
っ
て
い
う
計
画
ら
し
い
ん
で
す
が
」
話
し
始
め
て
、
初
対
面
に
近
い
人
間
に
話

す
話
題
で
は
な
い
こ
と
に
相
手
も
気
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
い
か
に
も
気
の
進
ま
な
い
口
調

な
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
も
う
止
め
ら
れ
な
い
。「
と
こ
ろ
が
、
屋
上
に
緑
を
生
や
す
に
は
土
が
い
る
。

こ
の
土
の
重
さ
と
い
う
の
が
馬ば

か鹿
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
」
早
口
で
あ
っ
た
。
語
り
終
え
た
い
と
い
う
気

分
が
に
じ
み
で
て
い
た
。「
土
が
少
し
し
か
い
ら
な
い
サ
ボ
テ
ン
を
植
え
た
ら
ど
う
か
っ
て
い
う
こ
と
ら
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し
い
ん
で
す
よ
」

は
あ
、
と
も
、
す
ご
い
で
す
ね
、
と
も
言
え
な
か
っ
た
。
相
手
が
そ
う
い
う
反
応
を
求
め
て
い
な
い
。

と
に
か
く
早
く
話
し
終
わ
り
た
い
だ
け
な
の
だ
っ
た
。

「
で
ね
、
サ
ボ
テ
ン
は
い
い
ん
だ
け
れ
ど
ね
、
何
か
の
拍
子
で
風
か
な
ん
か
吹
い
て
サ
ボ
テ
ン
が
い
っ

せ
い
に
落
ち
て
き
た
ら
も
の
す
ご
く
困
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
ね
、
は
、
は
、
は
」
つ
い
に
話
は
終
わ
っ
て
、

ち
ょ
う
ど
ま
た
分
か
れ
道
が
来
た
の
で
、
相
手
は
素
早
く
曲
が
っ
た
。
ろ
く
に
挨
拶
も
せ
ず
に
、
曲
が
っ

て
行
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
考
え
て
み
る
と
、
か
な
り
面
白
い
話
だ
っ
た
の
だ
。
も
っ
と
笑
っ
た
り
ゆ
っ

く
り
質
問
し
た
り
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。
で
も
、
で
き
な
か
っ
た
。
ぜ
ん
ぜ
ん
で
き
な
か
っ
た
。

ど
れ
も
こ
れ
も
ど
こ
か
に
⑦
尻し

り

を
持
ち
込こ

む
ほ
ど
の
困
っ
た
こ
と
で
も
な
い
の
だ
が
。

 

（
川
上
弘
美
『
あ
る
よ
う
な
な
い
よ
う
な
』
中
公
文
庫
に
よ
る
）

（
注
）

注
１　

勾
配　

か
た
む
き
の
度
合
い
。
傾け
い
し
ゃ斜
。

問
一　

傍
線
部
①
「
派
手
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
を
比ひ

ゆ喩
で
言
い
換か

え
た
五
字
の
部
分
を
探
し
、

抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
②
「
汗
ば
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
を
国
語
辞
典
で
引
く
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な

言
葉
に
直
し
て
引
き
ま
す
か
。
直
し
た
言
葉
を
書
き
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
③
「
や
り
過
ご
そ
う
と
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
や
り
過
ご
す
」
と
は
ど
う
い
う
意
味

で
す
か
。
簡
潔
に
書
き
な
さ
い
。

問
四　
「
　

あ
　

の
定
」
は
ひ
と
つ
の
言
葉
で
す
。
空
欄
あ
に
入
る
一
字
の
漢
字
を
書
き
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
④
「
我
慢
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
何
を
「
我
慢
」
し
た
の
で
す
か
。
十
五
字
以

内
で
書
き
な
さ
い
。

問
六　

傍
線
部
⑤
「
む
ず
む
ず
す
る
気
持
ち
」
と
は
、
ど
う
い
う
気
持
ち
で
す
か
。
当
て
は
ま
ら
な
い
も

の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

子
供
の
手
か
ら
受
け
取
っ
た
匂
い
玉
が
汚き

た
ない
も
の
に
思
え
て
い
る
。

イ　

正
体
が
不
明
で
あ
る
匂
い
玉
が
疑
わ
し
い
も
の
に
感
じ
て
い
る
。

ウ　

子
供
が
何
か
を
た
く
ら
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
に
思
っ
て
い
る
。

エ　

不
思
議
な
物
体
に
ど
う
対
処
し
て
よ
い
か
分
か
ら
ず
戸と

惑ま
ど

っ
て
い
る
。

問
七　

傍
線
部
⑥
「
や
ら
れ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
直
前
の
部
分
を
中

心
に
五
十
字
以
内
で
ま
と
め
な
さ
い
。
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問
八　

空
欄
い
に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

あ
き
あ
き　
　

イ　

い
き
い
き

ウ　

う
き
う
き　
　

エ　

ど
き
ど
き

問
九　

傍
線
部
⑦
「
尻
を
持
ち
込
む
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
。
最
も
ふ
さ
わ

し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

依
頼
す
る　
　
　
　

イ　

尻
込
み
す
る　

ウ　

す
ご
ん
で
脅お
ど

す　
　

エ　

解
決
を
せ
ま
る

問
十　

次
の
文
章
は
本
文
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
す
。
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

書
か
れ
て
い
る
状
況
が
現
実
な
の
か
想
像
に
よ
る
も
の
な
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
年
ど
し
に
あ
っ

た
出
来
事
を
順
を
追
っ
て
記
し
な
が
ら
、
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
筆
者
の
戸
惑
い
や
不
安
な
ど
の
複

雑
な
気
分
が
読
者
に
的
確
に
伝
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

イ　

存
在
が
不
明
な
も
の
に
は
聴ち
ょ
う
か
く覚に
基
づ
き
、
用
途
が
分
か
ら
な
い
も
の
に
は
感
覚
的
な
表
現
を
用

い
る
な
ど
、
現
実
に
そ
の
場
に
い
る
よ
う
な
雰ふ
ん

囲い

気き

を
読
者
に
示
し
、
そ
の
理
解
が
す
ん
な
り
と
進

む
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

ウ　

季
節
の
変
化
に
ま
つ
わ
る
出
来
事
を
回
想
す
る
な
か
で
、
そ
の
出
来
事
を
古
い
も
の
か
ら
順
次
新

し
い
も
の
を
挙
げ
て
い
く
工
夫
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
読
む
人
が
自
分
の
思
い
出
を
振

り
返
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

エ　

子
供
が
発
す
る
言
葉
に
は
ひ
ら
が
な
を
多
用
し
た
り
、
大
人
ど
う
し
の
会
話
の
場
面
で
は
子
供
で

は
使
う
こ
と
の
な
い
表
現
を
用
い
た
り
す
る
な
ど
、
相
手
に
応
じ
て
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を

使
っ
て
臨
場
感
が
伝
わ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

 

（
問
題
は
以
上
で
す
。）
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注意

１．指示があるまで開かないようにしてください。

２．この冊
さっし

子の総ページ数は 12 ページです。
　　問題は 3～ 8ページにあります。

３．答えはすべて解答用紙に書きなさい。

４． 解答用紙の裏面には答えを書かないこと。
　　書いても採点しません。

　　　　　　　2019 年度

入試Ⅰ
帰国生入試Ⅰ

算　数
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１

⑴ 　図 1のような水平な地面ＡＣと，高さＢＣ

に対して，（ＢＣの長さ）÷（ＡＣの長さ）

　 により得られる値を，坂道ＡＢの勾
こうばい

配とよぶ

ことにします。

　　たとえば図 2の場合，

　坂道ＡＢの勾配は　2÷ 5＝ 0.4　です。

あ　図 3において坂道ＡＢの勾配を求めなさい。

い 　図 4はすべての辺が 100 cmの正四角すい

の形をした山の模型です。坂道ＡＢの勾配を

求めなさい。

う 　図 5はすべての辺が 100 cmの正四面体の

形をした山の模型です。

　 　ふもとから一番急な坂は，辺ＡＤのちょう

ど真ん中の点Ｍから登る坂道ＭＢです。

　 　坂道ＭＢの勾配は坂道ＡＢの勾配の何倍で

すか。

B

A C

B

A C

2

5

B

A C

5

4

B

A

A

B

D
M

図 1

図 2

図 3

図 4

図 5
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⑵ 　図のように上下左右が 1 cm間
かんかく

隔である 10 個

の点があります。図の三角形をアとします。

　 　図の 10 個の点のいずれか 3点を頂点とする三

角形でアと面積の等しい三角形はアを除いてい

くつありますか。

⑶ 　5 つの点Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅをまっすぐな線で図のようにむすびました。ＡＢの

長さは 6 cmです。3つの直角三角形の面積の和が一番小さくなるとき，その和を

求めなさい。

A

D

E

B

C

1 cm45°
45°
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２

　 3人兄弟のＢさんが家でカレーライスを作ろうとしています。

カレーライスを作るのに必要な食材は，米，肉，野菜，ルーです。野菜とルーはすで

に買ってありますが，米と肉は買いに行く必要があります。家と米屋，米屋と肉屋，肉

屋と家の道のりはすべて同じで，歩いて 3分かかります。またそれぞれの店で購
こう

入
にゅう

する

のに 1分かかります。

それぞれの食材の調理については

米　： とぐのに 3分かかりますが，その後は炊
すいはん

飯器のスイッチを入れて 45 分で炊
た

き

上がります。

　　　この炊き上がるまでの 45 分間は他の作業ができます。

野菜：切るなどの下準備に 10 分かかります。

肉　：切るなどの下準備に 8分かかります。

ルー：鍋
なべ

に入れるだけなので下準備に時間はかかりません。

野菜と肉の下準備が済んだ後，ルーを加えて 40 分間煮
に

込
こ

むとカレーが出来上がりま

す。また，「カレーライスが完成する」とは，米が炊き上がり，カレーが出来上がった

状態を表します。

⑴　Ｂさん 1人でカレーライスを完成させるのには少なくとも何分かかりますか。
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それぞれの行動に番号をつけます。

　①　今いるところから米屋に行って米を買う

　②　今いるところから肉屋に行って肉を買う

　③　今いるところから家に帰る

　④　野菜の下準備をする

　⑤　肉の下準備をする

　⑥　米をといで炊飯器のスイッチを入れる

　⑦　下準備した野菜と肉にルーを加えて煮込
こ

む

Ｂさんと兄のＡさんの 2人でカレーライスを作るのに，次のような指示書を作りまし

た。指示は前から順に行い，読み方は「誰
だれ

が」「何をする」の意味です。

たとえば指示書が　Ａ①→Ｂ④→Ａ③　だとすると，Ａさんが米屋に行って米を買

い，Ｂさんは野菜の下準備を行い，Ａさんは家に帰る　となります。時間の無
む だ

駄がない

ようにするには，Ａさんの出発とＢさんの下準備を同時に始め，Ａさんは米を買ったら

すぐに家に帰ることになります。

⑵ 　以下の指示書にしたがってカレーライスを完成させると，最短で何分でカレーラ

イスが完成しますか。

　　Ａ④→Ｂ①→Ｂ②→Ｂ③→Ａ⑤→Ｂ⑥→Ａ⑦

⑶ 　年の離
はな

れた弟のＣさんも参加して 3人でカレーライスを完成させます。ところ

が，Ｃさんは包丁と火を使えないので④⑤⑦の行動ができません。このとき，少

なくとも何分かかりますか。また，そのときの指示書を一つ答えなさい。ただし，

同じ番号を何度使ってもよいことにします。



― 6 ― ― 7 ―

３

数を 12 で割った余りに注目する計算方法を考え，それを「時計算」ということにし

ます。

15 時は午後 3時なので【15】＝【 3】となります。

午前 11 時の 2時間後は午後 1時なので

【11】＋【 2】＝【 1】

午後 1時の 3時間前は午前 10 時なので

【 1】－【 3】＝【10】

となります。

時計算について次の問いに答えなさい。

ただし，【　】の中の数字は 0以上 11 以下の整数で答えること。

⑴　次の計算をしなさい。

　あ　【 8】＋【 9】

　い　【 2】－【 8】

　う　【10 × 3 】

　　

⑵　ＡとＢは，0以上 11 以下の整数で，【Ａ×Ａ】＝【Ｂ】とします。

　え　Ｂとして現れる数をすべて求めなさい。

　お 　ＡやＢについて述べた以下の①～⑤の事
ことがら

柄について，いつでも成り立つものを

記号ですべて答えなさい。

　　①　Ａが奇数のときは，Ｂは奇数である。

　　②　Ａが偶数のときは，Ｂは 4である。

　　③　ＡとＢが等しくなる組合せは 3組である。

　　④　【Ｂ×Ｂ】＝【Ｂ】である。

　　⑤　Ａが 3で割り切れない奇数のときは，Ｂは同じ数になる。

　か 　ＡとＢの関係について述べた以下の⑥の事柄は，いつでも成り立ちますか。

　　解答らんに，いつでも成り立つ場合は○，そうでない場合は×を記入しなさい。

　　また，選んだ理由を答えなさい。

　　⑥　Ｂが奇数のときは，Ａは奇数である。
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４

1 から 9までの 9つの数から異なる数を 3つ選びます。次に，この 3つの数を並べて

できる 3けたの整数のうち，一番大きな数と一番小さな数の差を求めます。例えば 3，

6，9を選んだ場合，一番大きな数 963 と，一番小さな数 369 の差を求めます。

⑴ 　 3 つの数として 1，2，9を選んだとき，一番大きな数と一番小さな数の差を求め

なさい。

⑵ 　最初にどのような 3つの数を選んでも，求めた差は必ずある数の倍数になりま

す。どのような数の倍数になっていますか。できるだけ大きい数を答えなさい。

次に，求めた差について，各位の数を並べ替
か

えて，先ほどと同様に一番大きな数と一

番小さな数を考え，差を求めることを繰り返します。すると，どのような 3つの数をえ

らんでも何度か繰
く

り返すうちに必ず同じ数になります。

⑶　この「同じ数」を答えなさい。

⑷ 　「同じ数」になるまでに，差を最初も含
ふく

めて 5回求めなければならない数の組は

7組あります。それぞれの組でできる一番大きな数を 7つすべて答えなさい。

（問題は以上です。）
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　　　　　　　2019 年度

入試Ⅰ

理　科

注意

1．指示があるまで開かないようにしてください。

2．この冊
さっし

子の総ページ数は 16 ページです。
　  問題は 3～ 13 ページにあります。

3．答えはすべて解答用紙に書きなさい。

4． 解答用紙の裏面には答えを書かないこと。
　  書いても採点しません。
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１　果物と野菜について，以下の問いに答えなさい。

問 1　パイナップルの果実はどのようになりますか。次のア～ウから 1つ選び，記号

で答えなさい。

ア　パイナップルの木にぶら下がるように実がなる

イ　地面から草が生えるようにして，その上に実がなる

ウ　地中に実がなり，葉の部分だけが地上に出ている

問 2　カキの果実には内部に大きな種子があり，可食部（食べる部分）は子
し

房
ぼう

が発達

してできた内果皮と呼ばれる部分です。ふつう，種子は食べません。

イチゴの可食部には内部に種子がなく，表面に「つぶつぶ」がついています。この

「つぶつぶ」は何ですか。次のア～ウから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　花　　　イ　種子　　　ウ　果実

カキ イチゴ
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問 3　カキの「へた」はもともと「がく」だったものです。柄
え

とがくが一体となって「へ

た」をつくっています。ところがリンゴは，柄とがく（の痕
こん

跡
せき

）は同じ側にありませ

ん。次に柄を下にしたときのリンゴの図を次に示します。上下はこの図の向きで考え

ます。

柄から伸びてがくができ，その上に花弁ができて花をつくっています。花にはおし

べ・めしべがあり，めしべの根元が子房，子房が発達したものが果実です。

果実には，子房だけが発達してできた「真
しん

果
か

」と，子房以外の部分も加わってでき

た果実である「偽
ぎ

果
か

」があります。リンゴはがくよりも下の「花
か

托
たく

」とよばれる部分

が主に発達して果実になる偽果というわけです。

では，偽果である果物を次のア～エのうちから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　カキ　　　イ　イチゴ　　　ウ　ブドウ　　　エ　ミカン

問 4　ミカンの果実を，中心を通るように⑴縦

に切った場合，⑵横に切った場合，断面はどの

形に近いですか。それぞれ次のア～エのうちか

ら 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　正方形　　　イ　長方形

ウ　円　　　　　エ　だ円

問 5　キャベツを中心を通るように縦に切ったときの断面の様子をかきなさい。縦の

方向は問 4と同じです。

問 6　⑴キャベツ，⑵タマネギの可食部（一
いっ

般
ぱん

的に食べる部分）はどこですか。次の

ア～エからそれぞれ 1つずつ選び，記号で答えなさい。

ア　根　　　イ　茎　　　ウ　葉　　　エ　花

リンゴ

横

縦
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問 7　下の左図はダイコンの芽生えです。葉よりも下の部分をよく見ると，根毛の生

えているのは根の先
せん

端
たん

の途
と

中
ちゅう

までで，それより上は生えていません。ここは胚
はい

軸
じく

とよ

ばれ，茎に近いものです。

成長したダイコンも，先端からよく観察すると，根は途中までしか生えていません。

⑴　成長したダイコンで見られるこの根のことを何といいますか。ダイコンが双
そう

子
し

葉
よう

類であることをふまえて答えなさい。

⑵　ダイコンの可食部はどこですか。次のア～ウのうちから 1つ選び，記号で答えな

さい。ただし，葉の部分は食べないものとします。

　ア　根　　　イ　胚軸　　　ウ　根および胚軸

⑶　カブの可食部はどこですか。図を参考にして，⑵の

ア～ウのうちから 1つ選び，記号で答えなさい。

（本問の図はすべて牧野晩成著「果物と野菜の観察」ニュー・サイエンス社　による）

ダイコンの芽生え

胚軸

成長したダイコン

可食部根

カブ

可食部
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２　大昔の出来事を知るには，地層を調べたり化石を調べたりするのが有効です。地層

や化石について，以下の問いに答えなさい。

問 1　地層ができるまでには，河
か

川
せん

の働きが大いに関わっています。河川には岩石を

けずる「侵
しん

食
しょく

作用」，けずったものを運ぶ「運
うん

搬
ぱん

作用」，そしてそれらを海に堆
たい

積
せき

させ

る「堆積作用」があり，これらを河川の 3作用とよぶことがあります。

　　河川の 3作用のうち，流れが急なところでさかんな作用を 2つ答えなさい。

問 2　河川の 3作用によって岩がけずられたり，運ばれたりすることが分かりました

が，山頂にも多くの石が見られることがあります。これらはどのようにしてできたか，

またはどこから運ばれてきたか，答えなさい。

問 3　海で堆積作用が起こるとき，堆積物

はその粒の大きさから，れき・砂・泥
どろ

の 3

種類に分類されます。れきが一番河口側に

堆積し，泥が一番沖
おき

に堆積します。そして

長い時間をかけ地層が形成されます。い

ま，図 1のような地層が見られたとする

と，この地方の海面の高さは地層ができ始めてからどのように変化したでしょうか。

次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア　海面が上
じょう

昇
しょう

した　　　　　　　　　　イ　海面が下降した

ウ　海面は上昇した後，下降した。　　　エ　海面は下降した後，上昇した。

問 4　地層の中には，しばしば堆積した当時の生物の痕
こん

跡
せき

として化石が残されること

があります。地層からホタテの化石，カキ（貝）の化石がそれぞれ見つかったとき，

その化石ができた当時の環境についてわかることを，次のア～エからそれぞれ１つず

つ選び，記号で答えなさい。

ア　砂
すな

浜
はま

　　　　　　　　　　　イ　岩場

ウ　冷たい海の深いところ　　　エ　暖かい海の浅いところ

図１

れき
砂
泥
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問 5⑴　図 2は，生物Ａ～Ｆの生存期間を示しています。ある生物の化石が発見され

た地層が，１つの地質時代に形成されたと特定するのに有効な化石を示
し

準
じゅん

化石といい

ます。生物Ａ～Ｆの中から示準化石になりうる化石をすべて選び，記号で答えなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑵　図 3はある場所での地層の重なりを表しています。地層 1～地層 3および地層 5

では，それぞれ図に示される生物の化石が発見されました。地層 4で発見される

可能性のある生物の化石を，生物Ａ～Ｆの中からすべて選び，記号で答えなさい。

ただし，地層の逆転はないものとします。

⑶　図 3の各地層の地質時代や産出化石について図 2より推定されることを述べた

文として，正しいものを次のア～キから 3つ選び，記号で答えなさい。

ア　地層 1が堆積した時代には，生物Ｅが生存していた可能性がある。

イ　地層 2は，新生代に堆積した地層である

ウ　地層 3は，中生代に堆積した地層である

エ　地層 3が堆積した時代には，生物Ｂが生存していた可能性がある。

オ　地層 4は，中生代に堆積した地層である。

カ　地層 5は，古生代に堆積した地層である。

キ　地層 5が堆積した時代には，生物Ｄが生存していた可能性がある。

図 3

A, F

D, E

C, E

A

地層 1

地層 2

地層 3

地層 4

地層 5

図 2

地質時代 生物の生存期間

新生代

中生代

古生代
A

B C D E F
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３　食塩と砂糖について，次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

身の回りにある様々な物質の結
けっ

晶
しょう

を観察し，それを溶
と

かしてできる水
すい

溶
よう

液
えき

の性質につ

いて調べてみました。まず，食塩，砂糖の結晶を顕
けん

微
び

鏡
きょう

で観察しました。

問１　食塩の結晶の形を表すものとして，最も適切なものを次のア～エから 1つ選び，

記号で答えなさい。

ア　　　　　　　　イ　　　　　　　　ウ　　　　　　　　エ

 

 

次に，食塩と砂糖について，それらの結晶が電気を通すかどうかを調べてみたところ，

どちらも電気を通さないことが分かりました。また食塩水，砂糖水と純水（何も混ざっ

ていないきれいな水）についても，それらが電気を通すかどうか調べてみました。

問 2　次のような回路を，食塩水と純水を用いてそれぞれ作りました。このときの豆

電球のようすを次のア～エから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　食塩水の豆電球が光った。

イ　純水の豆電球が光った。

ウ　どちらの豆電球も光った。

エ　どちらの豆電球も光らなかった。
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砂糖水について，同じ回路を作ってみたところ，豆電球は光りませんでした。

今度は，100 g の水に 25 g の食塩を溶かして食塩水を，100 g の水に 25 g の砂糖を溶

かして砂糖水をそれぞれ作りました。この 2つの水溶液について，その密度や，体積の

変化について調べてみました。食塩水と砂糖水の体積をメスシリンダーで測定したとこ

ろ，それぞれ 108 cm3 と 116 cm3 になりました。

問 3　この食塩水の濃
こ

さを求め答えなさい。

問 4　この食塩水について体積 1 cm3 あたりの重さを求めなさい。答えは四捨五入して

小数第 2位まで求めなさい。

食塩と砂糖の結晶について，体積 1 cm3 あたりの重さを調べると，それぞれ 2.16 g と

1.59g でした。

問 5　食塩の結晶 25 g の体積 cm3を求めなさい。答えは四捨五入して整数で答えなさい。

問 6　25 g の食塩の結晶を 100 g の水に入れた直後（食塩が溶ける前）の体積を答えな

さい。水の重さは，体積 1 cm3 あたり 1 g とします。

砂糖についても同様に計算すると，25 g の砂糖の結晶を 100 g の水に入れた直後の体

積は 116 cm3 となり，実際にできた水溶液の体積と一
いっ

致
ち

しましたが，問 6で求めたよう

に，食塩水については，食塩の結晶を水に入れた直後の体積と，できた水溶液の体積は

一致しません。これは，食塩と砂糖では水に対する溶け方に違いがあるためです。

問 7　下線部について，その理由を考え，説明しなさい。
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４　電磁石についての文章を読み，あとの問いに答えなさい。

Ⅰ 　エナメル線を巻いて電磁石を作っています。図 1のようなプラスチック製のボビ

ンに，図 2のようにエナメル線をぎっしりと１段だけ巻いて図 2のようにしました。

図 1で，電磁石の芯
しん

になる円柱の直径は 1 cm，長さは 3 cmで，円柱の内部には釘
くぎ

を

さしこめるようになっています。

 

問１　エナメル線について，⑴～⑶の問いに答えなさい。

⑴　エナメル線とはどのようなものですか。次のア～エから１つ選び，記号で答えな

さい。

ア　銅だけでできた線

イ　エナメルだけでできた線

ウ　エナメルのまわりに銅をかぶせたもの

エ　銅のまわりにエナメルをかぶせたもの

⑵　図 2のように巻いた後，エナメル線の両
りょう

端
たん

の表面をけずります。けずるために

はどの道具を使いますか。次のア～オから最も適切なものを 1つ選び，記号で答え

なさい。

ア　紙やすり

イ　金属製やすり

ウ　かんな

エ　爪
つめ

オ　塩酸

3 cm

1 cm

図 1 図 2
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⑶　⑵のように表面をけずるのは何のためですか。次のア～エから１つ選び，記号で

答えなさい。

ア　先を細くするため

イ　軽くするため

ウ　さびを取り除くため

エ　絶
ぜつ

縁
えん

体
たい

（電気を通さない物質）を取り除くため

図 2のように円柱の端から端までぎっしりと（すき間のないように）エナメル線

を巻きました。巻いた回数は 60 回になりました。

問 2　エナメル線の太さ（直径）は何 cmですか。

問 3　このとき使ったエナメル線の長さはいくらですか。次のア～カから最も近いも

のを選び，記号で答えなさい。ただし，図 2のように，エナメル線の両端をそれぞ

れ 10 cmボビンの外に出しておくものとします。また，図 3を参考にエナメル線の

太さも考えに入れなさい。

 

ア　208 cm　　　イ　218 cm　　　ウ　227 cm

エ　397 cm　　　オ　416 cm　　　カ　434 cm

図 3

エナメル線

円柱 1 cm
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Ⅱ 　図 4のようにゼムクリップ（以下では簡単にクリップと呼びます）をたくさん用

意します。クリップを机の上にたくさん置いて棒磁石で引き付けて持ち上げ，持ち上

がったクリップの数を数えると棒磁石の強さがわかると考えました。

  

はじめにクリップ 1個の重さを電子はかりで測ろうとしましたが，電子はかりでは 

0.4 g のように小数第 1位までしか測れないことがわかりました。

問 4　この電子はかりでクリップ 1個の重さを小数第 2位まで求めるにはどうしたら

よいでしょうか。

図 5のように棒磁石にクリップＡ，Ｂをつるしてみました。

 

問 5　なぜこのようにくっつくのでしょうか。「N極」，「S極」，「クリップＡ」，「クリッ

プＢ」ということばを使って説明しなさい。

図 4

Ｎ

Ａ

B

図 5
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Ⅲ 　Ⅰで作った電磁石でクリップを引き付ける実験をしました。巻き数が 60 回の電磁

石Ａと巻き数が 180 回（60 回ずつ 3段に巻く）の電磁石Ｂを用意してそれぞれに乾
かん

電
でん

池
ち

を 1 個つなぎます。クリップを机の上にたくさん置いて電磁石で引き付けて持ち

上げ，持ち上がったクリップの数を数えて，巻き数のちがいによる電磁石の強さのち

がいを調べます。

 

問 6　図 6ではＡの方が巻いてあるエナメル線の長さが短いので，Ｂに比べて短い分

を巻かないで余らせておき，エナメル線全体の長さをＢと同じにしてあります。この

ようにエナメル線全体の長さを同じにするのはなぜですか。

問 7　この実験は 3人の班で行います。実際に実験を行うのは何人がよいでしょう。次

のア，イから適切なものを１つ選び，記号で答えなさい。さらに，その理由を答えな

さい。

ア　1人の人が電磁石でクリップを持ち上げることを 3回行って，3回の平均をとる。

イ　3人が電磁石でクリップを持ち上げることを 1回ずつ行って，3人の平均をとる。

（問題は以上です。）

図 6

Ａ B
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　　　　　　　2019年度

入試Ⅰ

社　会

注意

１．指示があるまで開かないようにしてください。

２．この冊
さっし

子の総ページ数は24ページです。
　　問題は 3～20ページにあります。

３．答えはすべて解答用紙に書きなさい。

４． 解答用紙の裏面には答えを書かないこと。
　　書いても採点しません。
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１  　海陽学園に通う星くんの家族は、この夏休み、国道45号の起点から終点までを旅す
るドライブに出かけました。図１はその旅行の行程を示した地図、文章は旅の様子を
まとめたものです。この文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

図１

仙台市と青森市を結ぶ国道45号の全長は662kmで、この距
きょ

離
り

は東京から【　Ａ　】ま
での直線距離に相当します。
仙台市を出発し一日目の目的地は釜石市です。国道45号ははじめ東へ向かいますがと
ちゅうから、方向を北へと変えます。①この国道はギザギザの海岸線に沿って作られて
いるため、たくさんのカーブを曲がります。右側の車窓には多くの島々が点在する海が
見えます。数時間後、釜石市に到

とうちゃく

着したぼくらは、まちのシンボルである製鉄所の見学
ツアーに参加しました。
釜石市の近くでは古くから砂鉄が多く取れたため、②その砂鉄を利用した工芸品の製
造が行われ、1880年には日本初の官営製鉄所が作られました。それがぼくたちの見学し
た釜石製鉄所のはじまりです。③原料は高

こう

炉
ろ

と呼ばれる炉の中で高温により溶
と

かされ鉄
になります。そして鉄は鋼

はがね

へと鍛
きた

えられ様々な形状の鉄鋼製品が作られます。このよう
に原料から製品までの加工を一気に行う工程を④高

こう

炉
ろ

一
いっ

貫
かん

工程といいます。釜石製鉄所
も長くこの工程で製品を作ってきました。しかし、日本の産業構造が重工業から機械工

エ

ウ

イア

仙台市
青森市

太平洋

日本海

国道45号線

Ｎ
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業へと変わり、安価な外国産の鉄鋼製品が国内に普
ふきゅう

及するにつれて、釜石で作られる鉄
鋼製品の需要も大きく落ち込み、1989年、釜石製鉄所の高炉の火は消えることとなりま
した。現在の釜石製鉄所では別の場所で作られた鉄鋼を運び入れ、それまでに培

つちか

ってき
た高度な技術でそれらを加工し製品にしています。
製鉄所の見学を終えたぼくたちは、⑤国道沿いに整備された休

きゅうけいしせつ

憩施設での休息をとり
ながら旅を続けました。そして、いくつかの休憩施設では、地域の農林水産業で生産
された品物を加工し販売する様子を目にしました。⑥このような取り組みは 6次産業化
と呼ばれ、近年、全国各地で活発におこなわれているようですが、課題も多いという話
を聞きました。そして 3日目の夜、終点の青森市に到着しました。今回の旅では車を使
いましたが、来年後期生になったら、自転車で別の国道を走りきってみたいと思いまし
た。

問１　文中の【　Ａ　】に当てはまる都市として適当なものを、次のア～エから一つ選
び、記号で答えなさい。

　ア　名古屋　　イ　京都　　ウ　広島　　エ　福岡

問２　次の図２は、星くんたちが、この旅行中に見かけた道路標識です。この標識が見
られる地点、方向として適当なものを、図１中のア～エから一つ選び、記号で答えな
さい。

45

  100km陸前高田

210km宮古

358km

Rikuzentakata

Miyako

Hachinohe
八戸

図２

注意）図 2は国道データをもとに作成したもので、実在するものではありません。
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問３　次の表１は、日本の 5つの都市の気温と降水量を示したものです。星くんたちの
出発地である仙台市の気温と降水量を示すものを、表１中のア～オから一つ選び、記
号で答えなさい。

表１
上：℃
下：mm

上：年平均気温
下：年降水量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ア
気温 11.9 －0.6 0.1 3.8 10.6 16.0 20.1 23.8 25.2 20.6 13.9 7.5 2.1

降水量 932.7 63.8 90.8 182.1 212.5 239.3 429.2 309.4 290.2 354.6 181.8 95.0 60.0

イ
気温 12.4 1.6 2.0 4.9 10.3 15.0 18.5 22.2 24.2 20.7 15.2 9.4 4.5

降水量 1,254.1 37.0 38.4 68.2 97.6 109.9 145.6 179.4 166.9 187.5 122.0 65.1 36.6

ウ
気温 13.9 2.8 2.9 5.8 11.5 16.5 20.7 24.5 26.6 22.5 16.4 10.5 5.6

降水量 1,821.0 186.0 122.4 112.6 91.7 104.1 127.9 192.1 140.6 155.1 160.3 210.8 217.4

エ
気温 16.3 0.5 5.9 8.9 14.4 19.1 23.0 27.0 28.1 24.3 18.4 12.8 7.9

降水量 1,082.3 38.2 47.7 82.5 76.4 107.7 150.6 144.1 85.8 147.6 104.2 60.3 37.3

オ
気温 17.0 6.3 7.5 10.8 15.6 19.7 22.9 26.7 27.5 24.7 19.3 13.8 8.5

降水量 2,547.5 58.6 106.3 190.0 244.3 292.0 346.4 328.3 282.5 350.0 165.7 125.1 58.4

出典：『理科年表　平成30年』より作成

問４　下線部①について、星くんたちが、この旅でみた複雑な海岸線について続く問に
答えなさい。

⑴　この海岸地形の名前を答えなさい。

⑵  　この海岸地形のでき方として適当なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答
えなさい。

　　ア　打ち寄せる波がくり返しぶつかり、陸地が削
けず

られることでできた。
　　イ　河川が海へと運んできた土砂が、再び風で陸地へと運ばれてできた。
　　ウ　河川が山を侵

しんしょく

食してつくった谷が、海に沈
しず

みこんでできた。
　　エ　氷河が山を侵食してつくった谷が、海に沈みこんでできた。

⑶  　この海岸地形がみられる地域では、まっすぐな海岸線がみられる地域に比べ津
つ

波
なみ

による被
ひ

害
がい

が拡大しやすく、2011年に発生した東日本大震災でも国道45号線一帯は
深刻な被害に見舞われました。この海岸地形で津波の被害が拡大する理由を解答ら
んに合うように説明しなさい。
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問５　下線部②について、この工芸品の名前を漢字で答えなさい。

問６　下線部③について、次の表２は、鉄鋼の製造に必要な主要原料である資源Ａ、資
源Ｂについて、日本が輸入している上位 5カ国とその割合を示したものです。資源Ａ
に当てはまる鉱産資源と、表中のＸに当てはまる国名をそれぞれ答えなさい。

表２
資源Ａ 資源Ｂ
X 57.7 X 70.7

ブラジル 27.0 カナダ 10.3

カナダ 5.1 ロシア 9.4

南アフリカ共和国 3.0 アメリカ合衆国 4.7

インド 2.2 インドネシア 2.4

　　　　　　　　　 単位は％　資源Ａは2017年、資源Ｂは2016年の値。

出典：『日本国勢図会2018/19』より作成
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問７　下線部④について、次の図ア～エの内、現在の高炉一貫製鉄所の分布を示してい
るものを一つ選び、記号で答えなさい。

出典：『日本国勢図会2018/19』より一部改変の上、作成
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問８　下線部⑤について、次の図３は星くんの家族が休憩に立ち寄った施設を示す道路
標識です。この施設には、その地域の文化・名所・特産物などを活用し、道路利用者
や地域の人々の情報交流を促

うなが

す機能があります。この施設に関する次の問いに答えな
さい。

⑴　この施設を何といいますか。３字で答えなさい。

⑵  　次の図４のＡ～Ｅは、全国にある⑴の施設の一部を示
したもので、図の後に続くア～オは、Ａ～Ｅの施設の特
徴を示したものです。
　  　図４中のＣとＤに当てはまる文を選び、それぞれ記号
で答えなさい。

　　ア　地元産の牛乳を使用したプリンやチーズの販
はん

売
ばい

がおこなわれ、冬期には期間
限定で流氷情報も公開している。

　　イ　収
しゅうかく

穫の時期にあわせてももやぶどうの販売がおこなわれ、隣
りん

接
せつ

するリニア高
速鉄道の実験線を目にすることができる。

　　ウ　世界一の大きさを誇る大根の加工品販売がおこなわれ、現在も噴火活動を続
けている火山を間近でみることができる。

　　エ　日本ではこの地が栽
さい

培
ばい

の発
はっしょう

祥とされるオリーブの加工品販売がおこなわれ、
点在する島々を目にすることができる。

　　オ　日本における捕
ほげいはっしょう

鯨発祥の地に作られたことから、施設内のレストランでは
様々な鯨

くじらにく

肉料理が提供されている。

A

C

E

D

B

図３

図４
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問９　下線部⑥について、次の資料Ａ～Ｄは、 6次産業化に関わる農業者、消費者、 6
次産業化と直接関わりのない大手食品メーカーに対しておこなったアンケート調査の
質問と結果をまとめたものです。これら資料から読み取れる 6次産業化の現状や課題
として適当なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

資料Ａ　農業者へのアンケート
質問：あなたが 6次産業化を進める上で、どのような人材を必要としていますか？
（複数回答可）

商品の説明が上手で、新しいお客さんを探し出せる人材 59.9

製品を作るのが上手な人材 35.0

スタッフをまとめるのが上手な人材 27.7

農産物を作るのが上手な人材 19.7

お店での接客が上手な人材 18.8

売り上げなどお金の管理が上手な人材 13.3

不足している人材・ノウハウはない 9.3

その他 4.6

資料Ｂ　消費者へのアンケート
質問：あなたが一般に流通している野菜、肉や食品メーカー製の加工食品ではなく、 6次産業
化商品を購入する場合、その理由は何ですか？（複数回答可）

新鮮だから 65.5

生産者の顔が見えて安心だから 51.1

美味しそうだから 43.9

手作り感が好きだから 29.5

価格が手ごろだから（安い） 29.5

農薬や化学肥料が少ないから 21.6

珍しいものを食べてみたいから 13.7

生産者を知っているから 7.9

お土産として 7.2

その他 5.0
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資料Ｃ　消費者へのアンケート
質問：あなたが野菜、肉や加工食品の購入に際し 6次産業化商品が近くにあっても購入しない
場合、その理由は何ですか？（複数回答可）

価格が高いから 56.8

製品の衛生管理などに不安があるから 24.5

美味しそうになかったから 20.1

品質や規格にバラつきがあるから 18.0

知名度、認知度が低いから 16.5

その他 10.1

見た目が悪いから 9.4

パッケージ、商品名が悪いから 3.6

資料Ｄ　  6 次産業化と直接関わりのない大手食品メーカーへのアンケート
質問：農林水産業の 6次産業化について、あなたの会社の考え・方針に、最も近いものを 1つ
選択してください。

消費者に多くの選択肢を与えるので、市場や関係者の活性化となり
好ましい。 39.1

日本の農林水産業が活性化し、それが大手食品メーカーへの原料供
給の安定につながるので望ましい。 32.4

6 次産業化商品には売れる商品が多くないと感じられ、食品加工にお
いて専門的な知識や技術がある大手食品メーカーに相談してほしい。 8.9

食品企業の市場に影響を与える取り組みであり、ライバルとして影響・
脅威を感じている。 7.3

食品加工は、専門的な知識や技術が必要なため、それほどの影響・
脅威を感じない。 4.5

その他 6.7

無回答 1.1

出典：農林水産省資料より一部改変の上、作成

　ア　 6次産業化と直接関わりのない大手食品メーカーの大部分は、 6次産業の拡大
を脅威に感じている。

　イ　消費者は 6次産業化商品の鮮度の高さを評価している。
　ウ　消費者は 6次産業化商品の価格以上に、商品の衛生管理や品質のバラツキに不
安や不満を感じている。

　エ　農業者の半数以上が、農作物の栽培技術を持った人を必要としている。



― 12 ―

２　次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。
　  　わたしたち人間は、様々な環

かんきょう

境に制限されて生きてきました。石を打ち欠
か

いた打製
石器に見られるように、人類は①様々な工夫をして自然環境にうまく適応する努力を
してきました。その中で、人間は様々な技術や知識を手に入れて色々なことができる
ようになりましたが、技術や知識、あるいは文化は、様々な交流によって各地域に広
がっていきました。このような「交流」という視点から日本の歴史を振り返ってみま
しょう。
　  　最初の交流は、ユーラシア大陸との関わりですが、中でも東アジア世界との交流は、
日本の歴史と深い関係がありました。仏教や儒

じゅきょう

教などの思想や、（　あ　）という文
字が伝来し、やがて②奈良時代には中国の律令制度を手本にした律令国家が誕生しま
した。平安時代になると、中国文化は日本の環境にあったものにうまく工夫されて、
国風文化が作り上げられていきますが、その過

か

程
てい

で③絵
え

巻
まき

物
もの

という新しい絵画が登場
しました。
　  　鎌倉時代や室町時代も、中国や朝鮮との関わりの中で、様々な④貿易品や宋の朱

しゅ

子
し

学
がく

、禅
ぜんしゅう

宗が伝わりました。特に禅宗の建築様式が足利義満によって建てられた
（　い　）寺の金閣に取り入れられたように、北山文化や東山文化の形成と深い関係
があり、日本の文化に大きな影響を与えました。
　  　二つ目の交流は、室町時代の終わりから安土桃山時代にかけて、スペインやポルト
ガルなどのヨーロッパとの交流で、それを表すものが、鉄砲と⑤キリスト教です。江
戸時代初期になると、多くの日本人が東南アジア各地に渡り、日本人町を作ったり、
商業活動を展開したりしましたが、江戸幕府が鎖国という方針に決めたことで、ヨー
ロッパとの交流は⑥オランダに限られました。
　  　三つ目の交流は、江戸時代末期に日本に開国を迫ったアメリカを初めとする国々と
の交流です。19世紀半ばにペリーが来航し、アメリカとの間で（　う　）を締結した
ことは、開国と同時に⑦近代日本の夜明けを意味していました。「文

ぶん

明
めい

開
かい

化
か

」・「脱
だつ

亜
あ

入
にゅうおう

欧」という言葉に表れているように、近代の日本はヨーロッパへ追いつこうと努力
する一方、⑧日清・日露戦争を経て太平洋戦争へと突き進んでいきました。

　  　現在の世界は、交通手段やITなどが発達し、交流の幅が広がりましたが、⑨歴史
における様々な交流を探究することは、わたしたちが生きている今の世界を理解し、
これからの世界をどのように作っていくかを考えるためにも、重要な課題といえるの
ではないでしょうか。
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問１　空欄（　あ　）～（　う　）に当てはまる語句を漢字で答えなさい。なお（　い　）
は漢字２字で答えなさい。

問２　下線部①について、以下の問いに答えなさい。

　　　 図１　伝香川県出土銅鐸　　　　　　　　　 図２　伝香川県出土銅鐸

　　出典：図 1　  伊藤循「銅鐸を読む－高校日本史と科学的認識能力－」（『千葉史学』1989年 5 月）
より一部改変

　　　　　図 2 　『図説 日本文化史大系 1』（小学館、1965年）より掲載

⑴　図１のＥの絵は何を表現していると考えられるか、答えなさい。

⑵  　図２のＦの絵は何を描いたと考えられるか、図１の絵Ｃや図２の絵Ｇを参考にし
ながら、漢字で答えなさい。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｇ

Ｅ

Ｆ



　問２の図１・図２については、著作権上の理由により公開しません。
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問３　下線部②について、律令国家は文
もんじょぎょうせい

書行政といって、すべての仕事を文書で処理し
ました。これに関して、以下の問いに答えなさい。

⑴  　奈良時代には紙は非常に貴重であったため、支配に関わることなど非常に重要な
事柄が記されました。当時の紙の文書は、現在約１万点以上残っていますが、もと
もとは聖武天皇の遺

い

品
ひん

を収
しゅうぞう

蔵した建物に保管されていました。その建物の名前を
漢字で答えなさい。

⑵  　⑴に関連して、紙の文書に書くまでもない事柄は木
もっ

簡
かん

に記されました。次の写真
を参考にして、木簡がどのように使われたのか、具体的に説明しなさい。

写真　平城宮出土木簡

若わ
か

狭さ
の

国く
に

三み

方か
た

郡ぐ
ん

竹た
け

田だ

里り

浪ろ
う

人に
ん

黄
文
五
百
相
調
三
斗

釈文

（注 1）  若狭国は現在の
福井県である。

（注 2）  黄文五百相は人
名と考えられる。

出典：狩野久編『日本の美術　第160号 木簡』（至文堂、1979年）より
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問４　下線部③について、絵巻物は詞
ことばがき

書（説明の文章）＋絵（詞書を絵で解釈したもの）
で構成されており、絵には詞書では表現しきれない、多くの情報が含

ふく

まれています。
次の絵は『一遍聖人絵伝』の備前国（現在の岡山県）福岡の市を描いたものです。
この絵から読み取れることとして、誤っているものを一つ選び、記号で答えなさい。

出典：『一遍聖人絵伝』
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　ア　この市では、米や布、鳥や魚など様々な商品が取引され、大いににぎわってい
たことが分かる。

　イ　この市には、商人だけでなく、布教する者や琵
び

琶
わ

を弾
ひ

く者、食べ物や金銭を人
から恵んでもらって生活する人など、様々な人々が集い、中には何らかのトラブ
ルに巻き込まれる者もいたことが分かる。

　ウ　この市に備前焼などの壺や米俵などの商品を運
うん

搬
ぱん

する際には、船による水運や
動物を使って運ぶ陸運などが利用されていたことが分かる。

　エ　この市は定期市であるため、京都・鎌倉・奈良などと同じように、しっかりし
た造りの店が常に設けられていたことが分かる。

問５　下線部④について、鎌倉時代の終わりごろから戦国時代にかけて、朝鮮半島や中
国大陸の沿岸でひそかに貿易をおこない、それに応じないと海

かい

賊
ぞく

的な行動をとって取
とり

締
しま

りの対象となった集団を漢字で答えなさい。

問６　下線部⑤について、キリスト教に注目すると、日本と諸外国との様々な交流の姿
を知ることができます。安土桃山時代から江戸時代前半までの交流を説明した文章と
して、誤っているものを一つ選び、記号で答えなさい。

　ア　貿易の利益を得るために、キリスト教の布教を認めたキリシタン大名の中に
は、ローマ教皇のもとに少年使節を送る者もいた。

　イ　豊臣秀吉は、はじめは支配の妨
さまた

げになるとしてキリスト教を禁止したが、南蛮
貿易と呼ばれる外国との貿易を行うために、キリスト教の布教をあえて認めた。

　ウ　江戸幕府から朱印状という貿易の許可証が与えられて、朱印船貿易が行われた
一方、外国の貿易船に同乗して多くのキリスト教の宣教師が日本へやってきた。

　エ　徳川家光の時代になると人々が海外に渡ったり海外から帰国することが禁止さ
れ、やがてポルトガル船の来航が禁止された。

問７　下線部⑥について、杉田玄白や前野良沢らはオランダ語の医学書をほん訳して、
日本で最初の本格的な西洋医学書を出版しました。その書物を漢字で答えなさい。
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問８　下線部⑦について、以下の問いに答えなさい。

⑴  　次の史料は、明治政府がおこなったある政策に関するものです。その政策名を漢
字で答えなさい。

出典：牧原憲夫『全集日本の歴史 第13巻 文明国をめざして』（小学館、2008年）より

⑵  　  部分を読み解くと、明治十年（1877年）から地租の税率が地価の 3 %から
2.5%に下がったことがわかります。なぜ税率が下がったのか、その理由を説明しな
さい。

問９　下線部⑧について、次のＡ～Ｅは日清戦争の勃
ぼっ

発
ぱつ

から太平洋戦争の終結までに起
こった出来事です。これらを年代順に並べ、記号で答えなさい。
　ア　対華二十一カ条要求　
　イ　国際連盟の脱退
　ウ　日独伊三国同盟の成立
　エ　国家総動員法の成立
　オ　日英同盟の成立

地
価
二
十
六
円
九
十
一
銭

　
此
百
分
ノ
三
金
八
十
銭
七
厘
　
　
　
地
租

明
治
十
年
ヨ
リ

　
此
百
分
ノ
二
半
金
六
十
七
銭
三
厘
　
地
租

部分を表現し直したもの
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問10　下線部⑨について、戦後の日本は独立を回復し、諸外国と国交を結ぶことで国際
社会に復帰しました。しかし、同時に現在も解決できていない外交上の問題も抱え
ることになりました。これについて、以下の問いに答えなさい。

⑴  　日本がアメリカとの間で現在も抱えている外交問題として考えられることを、
1951年に独立を回復した際にアメリカと締結した条約名を記した上で説明しなさい。

⑵  　日本がソ連（ロシア）との間で現在も抱えている外交問題として考えられること
を、1956年に国交を樹立した際に出された宣言名を記した上で説明しなさい。
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３　次の先生と生徒の会話を読んで、あとの問いに答えなさい。

生徒「このところ、『フェイクニュース』という言葉を聞くのですが、どんな意味なの
ですか。」
先生「おもにインターネット上でつくられた嘘のニュースという意味なんだけど、①ア
メリカのトランプ大統領は、新聞やテレビなどのマスメディアが自分に対しておこなう
批判的な報道内容が真実ではないという意味合いで使っていることが多いね。」
生徒「トランプ大統領は、マスメディアを通さずにみずから意見をツイッターで発信し
ていますよね。」
先生「よく知ってるね。トランプ大統領に投票した人々は、長い間、自分たちの思いを
政治やマスメディアに取りあげてもらえなかったと感じてきた人たちだとされているん
だ。そうした人々の中には、マスメディアよりトランプ大統領のツイートの内容を真実
だと考える人もいるわけだね。」
生徒「メキシコとの間に壁をつくるとか、②外国の製品に高い関税をかけるといった、
過
か

激
げき

にもみえる政策は、トランプ大統領の支持者に向けたものなんですか。」
先生「いいところに気づいたね。実は、トランプ大統領の政策は③大統領選挙で公約と
して掲

かか

げてきたものが多いんだ。不法移民への反感や、安い外国製品の影響でアメリカ
の産業が衰

すい

退
たい

していったことへの不満などに対して、その解決を公約して、実行に移し
ているともいえるね。」
生徒「でも、一部の支持者のためだけの政策を実行していたら、考え方の異なる国民と
の対立が深まってしまうのではないですか。」
先生「そのとおりだね。これまでは④マスメディアが取材して真実であるかの確認をし
たうえで、国民に必要だと思う情報を選んで伝えてきたんだ。それが、インターネット
やSNSが影響力をもつようになって、国民が好きな情報を選べるようになったんだ。こ
れまでマスメディアが取りあげなかった情報が手に入るようになった一方で、意見が対
立する相手の立場が理解しづらくなった人が増えたのではないかともいわれているん
だ。」
生徒「家庭の食事や給食がなかったら、毎日好きなものを食べてしまうのと似ています
ね。」
先生「そうだね。⑤バランスよく必要な情報をあつめることに加えて、情報が真実なの
かを自分でみきわめなければいけない時代になったともいえるかもしれないね。」
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問１　下線部①について、トランプ大統領の前任の大統領（2009年～ 2017年のアメリ
カ大統領）の名前をカタカナで答えなさい。

問２　下線部②について、トランプ大統領は、太平洋沿岸の国ぐにの間で調印された関
税を引き下げることなどを内容とする貿

ぼうえききょうてい

易協定から離
り

脱
だつ

する大統領令に2017年 1 月に
署
しょ

名
めい

しました。この貿易協定の名称をアルファベット 3文字で答えなさい。

問３　下線部③について、行政権の長を選ぶ手続きは、アメリカと日本で異なるところ
があります。日本の総理大臣を選ぶ手続きとして正しいものを次のア～エの中から一
つ選び、記号で答えなさい。
　ア　日本の総理大臣は、 1回やめたのちに、 2回目の就任がみとめられない。
　イ　日本の総理大臣は、参議院議員からはなることができない。
　ウ　日本の総理大臣は、衆議院のみの指名ではなることができない。
　エ　日本の総理大臣は、国会議員でない国民はなることができない。

問４　下線部④について、マスメディアが行使する日本国憲法上の人権（マスメディア
によって実現される国民の人権をふくむ）として、誤っているものを次のア～エの中
から一つ選び、記号で答えなさい。
　ア　知る権利
　イ　出版の自由
　ウ　プライバシーの権利
　エ　報道の自由

問５　下線部⑤について、Ａ「バランスよく必要な情報をあつめる」ためには、あなた
は何をすればよいと考えますか。そのうえで、あつめた情報をどのようにすれば、
Ｂ「情報が真実なのかを自分でみきわめ」られると考えますか。ＡとＢについて、そ
れぞれ具体的な行動の内容を解答らんにあうように答えなさい。

（問題は以上です。）
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意

一
、
指
示
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

二
、
こ
の
冊さ
っ
し子
の
総
ペ
ー
ジ
数
は
16
ペ
ー
ジ
で
す
。

　
　

問
題
は
３
～
15
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

三
、
答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
き
な
さ
い
。
解
答
欄ら
ん

以
外

に
書
い
て
も
採
点
し
ま
せ
ん
。

四
、
字
数
を
指
示
し
て
い
る
問
題
で
は
、「
、」
や
「
。」
な
ど
も

字
数
に
ふ
く
み
ま
す
。
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一
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

道
ば
た
に
ひ
っ
そ
り
と
咲さ

く
雑
草
の
花
に
、
心
打
た
れ
る
と
き
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
野
生
の
植
物
が
花
を
咲
か
せ
る
の
は
、
人
間
に
見
て
も
ら
う
た
め
で
は
な
い
。
昆こ
ん

虫ち
ゅ
うを
呼
び

寄
せ
て
花
粉
を
運
ば
せ
る
た
め
で
あ
る
。

人
知
れ
ず
咲
く
小
さ
な
雑
草
の
花
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る
。
す
べ
て
の
花
は
昆
虫
を
呼
び

寄
せ
る
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
。

美
し
い
花
び
ら
や
甘あ
ま

い
香か
お

り
も
、
す
べ
て
は
昆
虫
に
や
っ
て
き
て
も
ら
う
た
め
の
も
の
な
の
だ
。
そ
の

た
め
、
花
の
色
や
形
に
も
、
す
べ
て
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
。
花
は
、
何
気
な
く
咲
い
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

　
　　

１　
　

、
①
春
先
に
は
黄
色
い
色
の
花
が
多
く
咲
く
よ
う
に
な
る
。

黄
色
い
花
に
、
好
ん
で
や
っ
て
く
る
の
は
ヒ
ラ
タ
ア
ブ
な
ど
小
さ
な
ア
ブ
の
仲
間
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

人
間
に
は
黄
色
い
色
に
見
え
て
も
、
昆
虫
に
何
色
に
見
え
て
い
る
か
は
、
昆
虫
に
聞
い
て
み
な
い
と
わ
か

ら
な
い
。
よ
く
昆
虫
に
は
紫し

外が
い

線せ
ん

が
見
え
る
と
い
う
話
が
あ
る
。
黄
色
い
花
は
紫
外
線
が
少
な
い
の
で
、

紫
外
線
が
少
な
い
と
い
う
の
が
ア
ブ
が
好
む
特と
く

徴ち
ょ
うな
の
か
も
知
れ
な
い
。

ア
ブ
は
、
ま
だ
気
温
が
低
い
春
先
に
、
最
初
に
活
動
を
始
め
る
昆
虫
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
春
先
の
早

い
時
期
に
咲
く
花
は
ア
ブ
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
に
、
黄
色
い
色
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ア
ブ
が
好
む
か
ら
黄
色
い
花
を
咲
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
黄
色
い
花
が
多
く
な
っ

て
、
ア
ブ
が
黄
色
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
、　　

２　
　

で
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
春
先
に
は
黄
色
い
花
が
咲
き
、
黄
色
い
花
に
ア
ブ
が
来
る
と
い
う
植
物
と
昆
虫
と
の
約
束
事

が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ア
ブ
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
す
る
に
は
、
問
題
が
あ
っ
た
。

ミ
ツ
バ
チ
の
よ
う
な
ハ
ナ
バ
チ
の
仲
間
は
、
同
じ
種
類
の
花
々
を
飛
ん
で
回
る
。

と
こ
ろ
が
、
ア
ブ
は
あ
ま
り
頭
の
良
い
昆
虫
で
は
な
い
の
で
、
花
の
種
類
を
識
別
す
る
よ
う
な
こ
と
は

し
な
い
。
そ
し
て
、
種
類
の
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
花
を
飛
び
回
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
れ
は
植
物
に
と
っ

て
は
、
都
合
の
良
い
こ
と
で
は
な
い
。

同
じ
黄
色
い
花
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
タ
ン
ポ
ポ
の
花
粉
が
ナ
ノ
ハ
ナ
に
運
ば
れ
て
も
、
種
子
は
で
き
な

い
。
タ
ン
ポ
ポ
の
花
粉
は
、
タ
ン
ポ
ポ
に
運
ん
で
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ア
ブ
に
花
粉
を
運
ん
で
も
ら
う
植
物
は
、
ど
う
や
っ
て
き
ち
ん
と
花
粉
を
運
ん
で
も
ら
え

ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
難
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
野
に
咲
く
雑
草
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
難
問
を
解
決
し
て
い
る
の
だ
か
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ら
、
す
ご
い
。

じ
つ
は
、
春
先
に
咲
く
黄
色
い
花
は
、
集
ま
っ
て
咲
く
性
質
が
あ
る
。

集
ま
っ
て
咲
い
て
い
れ
ば
、
ア
ブ
は
近
く
に
咲
い
て
い
る
花
を
飛
ん
で
回
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
結
果
的

に
同
じ
種
類
の
花
に
花
粉
を
運
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

特
に
、
小
さ
な
ア
ブ
は
飛
ぶ
力
が
そ
ん
な
に
強
く
な
い
の
で
、
ま
と
ま
っ
て
咲
い
て
い
れ
ば
、
近
場
の

花
を
回
っ
て
く
れ
る
。

こ
う
し
て
、
春
先
に
咲
く
野
の
花
は
、
集
ま
っ
て
咲
く
。
春
に
、
一
面
に
咲
く
お
花
畑
が
で
き
る
の
は
、

②
そ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

黄
色
い
花
は
、
ア
ブ
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
花
粉
を
運
ん
で
も
ら
っ
て
い
た
。

一
方
、
紫
む
ら
さ
き

色い
ろ

の
花
は
ミ
ツ
バ
チ
な
ど
の
ハ
ナ
バ
チ
を
パ
ー
ト
ナ
ー
に
選
ん
で
い
る
。
ミ
ツ
バ
チ
は
紫

色
を
好
む
。
紫
色
の
花
は
紫
外
線
も
多
い
か
ら
、
ハ
チ
は
紫
外
線
を
合
図
に
し
て
紫
色
を
選
ん
で
い
る
の

か
も
知
れ
な
い
。

③
ミ
ツ
バ
チ
な
ど
の
ハ
ナ
バ
チ
は
、
植
物
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
望
ま
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
。

何
よ
り
、
ミ
ツ
バ
チ
は
働
き
も
の
だ
。
ミ
ツ
バ
チ
は
女じ

ょ

王お
う

蜂ば
ち

を
中
心
と
し
て
家
族
で
暮
ら
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
自
分
の
餌え
さ

だ
け
で
な
く
、
家
族
の
た
め
に
花
か
ら
花
へ
と
飛
び
回
り
蜜み
つ

を
集
め
る
の
だ
。
つ

ま
り
、
植
物
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
だ
け
、
た
く
さ
ん
の
花
粉
を
運
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
ハ
チ
は
頭
が
良
く
、
同
じ
種
類
の
花
を
識
別
し
て
花
粉
を
運
ん
で
く
れ
る
。
ま
た
、
ハ
チ
は
飛ひ

翔し
ょ
う

能
力
が
高
い
の
で
、
遠
く
ま
で
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
ハ
チ
が
花
粉
を
運
ん
で
く
れ
る

植
物
は
、
離は

な

れ
て
咲
い
て
い
て
も
、
し
っ
か
り
と
花
粉
を
運
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
優ゆ
う

秀し
ゅ
うな
パ
ー
ト
ナ
ー
を
惹ひ

き
つ
け
る
た
め
に
、
ハ
チ
を
呼
び
寄
せ
る
花
は
、
た
っ
ぷ
り
の
蜜
を
用

意
し
て
ハ
チ
を
出で

迎む
か

え
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
は
問
題
が
あ
っ
た
。

蜜
を
た
く
さ
ん
用
意
し
て
し
ま
う
と
、
ハ
チ
以
外
の
他
の
虫
も
集
ま
っ
て
き
て
し
ま
う
。
せ
っ
か
く
奮

発
し
て
用
意
し
た
蜜
を
他
の
虫
に
奪う
ば

わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

紫
色
の
花
は
、
ど
う
や
っ
て
ハ
チ
だ
け
に
蜜
を
与あ
た

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

人
気
の
あ
る
学
校
に
入
る
た
め
に
は
、「
入
学
試
験
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

じ
つ
は
、
④
紫
色
の
花
も
、
蜜
を
与
え
る
昆
虫
を
選
ぶ
た
め
の
「
選せ

ん

抜ば
つ

試
験
」
を
行
う
の
で
あ
る
。

紫
色
の
花
は
、
複
雑
な
形
を
し
て
い
る
の
が
、
特と
く

徴ち
ょ
うで
あ
る
。
こ
の
複
雑
な
形
が
、
ま
さ
に
入
試
問
題

で
あ
る
。

身
近
な
雑
草
で
あ
る
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
の
花
を
観
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ホ
ト
ケ
ノ
ザ
は
、
ス
ミ
レ
や
タ
ン
ポ
ポ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
小
学
校
の
生
活
科
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の
教
科
書
で
も
紹
し
ょ
う

介か
い

さ
れ
る
ほ
ど
、
身
近
に
見
ら
れ
る
雑
草
で
あ
る
。

ホ
ト
ケ
ノ
ザ
は
小
さ
な
花
だ
が
、
よ
く
見
る
と
、
な
か
な
か
美
し
い
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。

下
の
花
び
ら
に
は
、
斑は
ん
て
ん点
の
よ
う
な
模
様
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
蜜
の
あ
り
か
を
示
す
「
蜜み
つ

標ひ
ょ
う」
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
。
蜜
標
は
ガ
イ
ド
マ
ー
ク
や
、
ネ
ク
タ
ー
ガ
イ
ド
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
蜜
標
を

目
印
に
し
て
、
ハ
チ
は
こ
の
花
び
ら
に
着
陸
す
る
。
下
の
花
び
ら
は
ま
る
で
ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
よ
う
な
役
割

を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
は
、
ミ
ツ
バ
チ
が
訪
れ
る
の
に
は
小
さ
い
が
、
小
さ
な
ハ
ナ
バ
チ
が

訪
れ
る
。
そ
し
て
、
花
び
ら
に
着
陸
す
る
と
、
⑤
ち
ょ
う
ど
着
陸
し
た
飛
行
機
を
誘ゆ

う

導ど
う

す
る
ラ
イ
ン
の
よ

う
に
、
花
の
奥お
く

に
向
か
っ
て
蜜
標
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
道
し
る
べ
に
従
っ
て
、
花
の
奥
深
く
へ
と
進
ん

で
い
く
と
、
花
の
一
番
深
い
と
こ
ろ
に
蜜
が
あ
る
の
で
あ
る
。

横
か
ら
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
の
花
を
見
る
と
、
花
の
形
が
細
長
く
、
花
の
中
が
奥お
く

深
く
な
っ
て
い
る
。
じ
つ
は
、

こ
の
狭せ

ま

い
中
に
潜も
ぐ

り
込こ

ん
で
行
っ
て
、
後
ず
さ
り
し
て
出
て
く
る
と
い
う
の
が
、
普ふ

通つ
う

の
昆
虫
は
得
意
で

は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
チ
は
花
の
奥お
く

深
く
へ
潜
っ
て
い
く
こ
と
を
得
意
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

蜜
標
が
蜜
の
あ
り
か
を
示
す
サ
イ
ン
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
頭
の
良
さ
、
そ
し
て
花
の
奥
へ
と

入
っ
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
勇
気
と
体
力
を
持
っ
た
虫
だ
け
が
、
蜜
に
あ
り
つ
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
、
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
は
、
知
力
テ
ス
ト
と
体
力
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
ハ
チ
だ
け
に
蜜
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ホ
ト
ケ
ノ
ザ
だ
け
で
な
く
、
紫
色
を
し
た
花
は
、
ど
れ
も
蜜
標
や
奥
に
深
い
構
造
を
し
て
い
る
。

ス
ミ
レ
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ス
ミ
レ
も
下
の
花
び
ら
に
白
い
模
様
が
あ
る
。
そ
し
て
、
花
の
奥
深
く
へ
と
潜
り
込
め
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
ス
ミ
レ
の
花
を
横
か
ら
見
る
と
、
花
の
奥
を
長
く
す
る
た
め
に
、
茎く
き

が
花
の
付
け
根
で
は
な
く
、

真
ん
中
あ
た
り
に
つ
い
て
い
て
、
や
じ
ろ
べ
え
の
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ

う
。も

っ
と
も
、
最
初
か
ら
ハ
チ
が
花
に
潜
る
の
が
得
意
だ
っ
た
の
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。
ハ
チ
だ
け
が
潜

れ
る
よ
う
に
花
は
長
く
進
化
し
、
花
に
潜
る
よ
う
に
、
ハ
チ
も
進
化
を
し
て
い
く
。
そ
う
し
て
難
易
度
を

上
げ
な
が
ら
、
つ
い
に
は
他
の
昆
虫
に
は
た
ど
り
つ
け
ず
、
ハ
チ
だ
け
が
蜜
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
進
化
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
植
物
と
ハ
チ
と
は
共
に
進
化
を
遂と

げ
て
き
た
の
で
あ
る
。

ミ
ツ
バ
チ
な
ど
の
ハ
ナ
バ
チ
の
仲
間
は
、
頭
が
よ
い
の
で
、
同
じ
種
類
の
花
を
回
っ
て
花
粉
を
運
ん
で

く
れ
る
と
紹
し
ょ
う

介か
い

し
た
。

し
か
し
、
不
思
議
で
あ
る
。

ハ
チ
は
蜜
が
欲
し
い
だ
け
で
、
植
物
の
た
め
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
理
は
な
い
。
別
に
同
じ
種

類
の
花
を
回
ら
な
く
て
も
、
近
く
の
花
を
回
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
の
花
粉
が
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ス
ミ
レ
に
運
ば
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ハ
チ
に
は
関
係
の
な
い
話
だ
。

ど
う
し
て
、
ハ
チ
は
、
わ
ざ
わ
ざ
同
じ
種
類
の
花
を
回
る
の
だ
ろ
う
か
。

学
校
の
入
学
試
験
は
、
毎
年
毎
年
、
違ち
が

う
問
題
が
出
さ
れ
る
。

も
し
、
あ
る
学
校
が
昨
年
と
ま
っ
た
く
同
じ
問
題
を
出
し
た
と
し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。
⑥
過
去
問
題

さ
え
勉
強
し
て
お
け
ば
、
簡
単
に
問
題
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん
な
学
校
が
あ
る
の
な
ら
、
ぜ
ひ
受

け
て
み
た
い
と
思
う
こ
と
だ
ろ
う
。

ハ
チ
も
同
じ
で
あ
る
。

テ
ス
ト
を
ク
リ
ア
し
て
、
蜜
に
た
ど
り
つ
い
た
ハ
チ
は
、
同
じ
仕
組
み
で
蜜
を
吸
う
こ
と
が
で
き
る
花

に
行
き
た
く
な
る
。
新
し
い
花
に
行
け
ば
、
ま
た
蜜
標
を
解
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
苦
労
し

て
花
の
奥
に
潜
り
込
ん
で
も
、
蜜
に
あ
り
つ
け
る
保
証
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
同
じ
仕
組
み
で
蜜

が
手
に
入
る
同
じ
種
類
の
花
に
入
っ
た
方
が
良
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ハ
チ
は
同
じ
種
類
の
花
を
回
る
よ
う
に
な
る
。
　　

３　
　

、
首し
ゅ

尾び

よ
く
植
物
た
ち
に
受
粉

を
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
生
物
は
、
自
分
の
得
だ
け
の
た
め
に
利
己
的
に
行
動
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
何
の
約
束
も

な
け
れ
ば
、
何
の
道
徳
心
も
な
い
。
　　

４　
　

、
結
果
的
に
、
そ
ん
な
利
己
的
な
行
動
に
よ
っ
て
、
人
間

か
ら
見
る
と
、
植
物
と
昆
虫
と
が
、
い
か
に
も
助
け
合
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
お
互た

が

い
に
得
に
な
る
関

係
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
界
の
仕
組
み
と
い
う
の
は
、
本
当
に
よ
く
で
き
て
い
る
と
驚お
ど
ろか
さ

れ
る
。

 

（
稲
垣
栄
洋
『
雑
草
は
な
ぜ
そ
こ
に
生
え
て
い
る
の
か
』
ち
く
ま
プ
リ
マ
―
新
書
に
よ
る
）

問
一　

本
文
中
の
空く

う
ら
ん欄

１
・
３
・
４
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～

エ
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
同
じ
記
号
を
二
度
使
っ
て
は
い
け
ま
せ

ん
。

ア　

そ
し
て　
　

イ　

し
か
し　
　

ウ　

た
だ
し　
　

エ　

た
と
え
ば

問
二　

傍
線
部
①
「
春
先
に
は
黄
色
い
色
の
花
が
多
く
咲
く
よ
う
に
な
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
多
く

咲
く
の
で
す
か
。
文
中
か
ら
十
字
で
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
三　

本
文
中
の
空
欄
２
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

い
た
ち
ご
っ
こ　
　
　
　

イ　

雀
す
ず
め

百
ま
で
踊お
ど

り
忘
れ
ず

ウ　

卵
が
先
か
鶏

に
わ
と
りが
先
か　
　

エ　

蛙か
え
るの
子
は
蛙



― 7 ―

問
四　

傍
線
部
②
「
そ
の
た
め
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
そ
の
」
が
指
す
内
容
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、

三
十
五
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
③
「
ミ
ツ
バ
チ
な
ど
の
ハ
ナ
バ
チ
は
、
植
物
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
望
ま
し
い
パ
ー
ト

ナ
ー
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
ハ
チ
が
好
ま
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と
言
え
る
の
で
す
か
。
そ
の
理

由
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。　

ア　

自
分
以
上
に
、
家
族
の
こ
と
を
考
え
て
、
花
を
飛
び
回
り
蜜
を
集
め
る
か
ら
。

イ　

同
じ
種
類
の
花
を
見
分
け
て
、
た
く
さ
ん
の
花
粉
を
遠
く
ま
で
運
ぶ
か
ら
。

ウ　

頭
が
良
く
、
特
定
の
花
だ
け
を
識
別
し
て
花
粉
を
運
ぶ
か
ら
。

エ　

飛
翔
能
力
が
高
く
、
遠
く
の
花
の
花
粉
を
中
心
に
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

問
六　

傍
線
部
④
「
紫
色
の
花
も
、蜜
を
与
え
る
昆
虫
を
選
ぶ
た
め
の
『
選
抜
試
験
』
を
行
う
の
で
あ
る
」

と
あ
り
ま
す
が
、
紫
色
の
花
は
ど
の
よ
う
な
虫
を
求
め
て
い
ま
す
か
。
具
体
的
に
書
い
て
あ
る
部
分
を

文
中
か
ら
さ
が
し
、
そ
の
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。

問
七　

傍
線
部
⑤
「
ち
ょ
う
ど
着
陸
し
た
飛
行
機
を
誘
導
す
る
ラ
イ
ン
の
よ
う
に
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
飛

行
機
」「
飛
行
機
を
誘
導
す
る
ラ
イ
ン
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
を
た
と
え
て
い
ま
す
か
。
文
中
の
言
葉
で

答
え
な
さ
い
。

問
八　

傍
線
部
⑥
「
過
去
問
題
さ
え
勉
強
し
て
お
け
ば
、
簡
単
に
問
題
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
り

ま
す
が
、こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
た
と
え
て
い
ま
す
か
。
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
説
明
し
な
さ
い
。

問
九　

本
文
の
内
容
に
合
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

春
先
に
咲
く
黄
色
い
花
が
ま
と
ま
っ
て
咲
く
性
質
は
、
飛
ぶ
力
が
強
く
な
い
小
さ
な
ア
ブ
を
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
選
ん
で
い
る
こ
と
に
も
関
わ
り
が
あ
る
。

イ　

ハ
チ
と
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
と
は
、
お
互
い
の
こ
と
を
思
い
や
っ
て
、
お
互
い
の
得
に
な
る
よ
う
な
関
係

を
作
っ
て
い
る
。

ウ　

最
初
に
ス
ミ
レ
の
花
が
長
い
形
に
進
化
し
た
の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
ハ
チ
も
花
に
奥
深

く
潜
る
性
質
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
進
化
し
た
。

エ　

春
先
に
咲
く
黄
色
い
花
と
ア
ブ
は
、
お
互
い
に
助
け
合
う
約
束
を
し
て
花
を
咲
か
せ
た
り
、
花
に

来
て
花
粉
を
運
ん
だ
り
し
て
い
る
。
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二
　
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

哲
夫
く
ん
と
、 

私
と
の
関
係
は
、
一
向
に
進
展
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
教
室
で
も
、
事
あ
る
ご
と
に
話
し

か
け
た
り
、
下
校
す
る
時
に
、
彼
の
横
を
一い
っ
し
ょ緒
に
歩
い
て
行
く
の
で
す
が
、
彼
は
、
と
て
も
手て

強ご
わ

い
相
手

で
し
た
。
普
通
の
男
の
子
な
ら
、
私
に
、
こ
ん
な
ふ
う
に
心
を
か
け
て
も
ら
っ
た
ら
、
き
っ
と
天
に
も
上

る
気
持
で
し
ょ
う
に
、
彼
は
、
か
た
く
な
な
態
度
を
崩く

ず

そ
う
と
は
し
な
い
の
で
し
た
。
私
が
、
自
分
で
も

そ
う
と
知
っ
て
い
る
人
の
心
を
な
ご
ま
せ
る
笑
顔
を
彼
の
た
め
だ
け
に
作
っ
て
あ
げ
る
の
で
す
が
、
彼

は
、
び
く
と
も
し
な
い
の
で
し
た
。
ど
う
や
ら
、
こ
の
子
は
、
本
当
に
性
格
の
悪
い
子
ら
し
い
。
私
は
、

そ
う
思
い
つ
い
て
、
慌あ
わ

て
て
、
首
を
横
に
振ふ

り
ま
し
た
。
ど
ん
な
人
も
生
ま
れ
つ
き
悪
い
な
ど
と
い
う
こ

と
は
な
い
の
で
す
。
ど
ん
な
人
に
も
、
暖
か
い
も
の
を
受
け
入
れ
る
器
官
が
備
わ
っ
て
い
る
筈は
ず

だ
と
私
は
、

自
分
に
言
い
聞
か
せ
ま
し
た
。

①
そ
ん
な
も
ど
か
し
い
気
持
が
続
い
て
い
る
あ
る
日
の
こ
と
で
し
た
。
私
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
哲

夫
く
ん
の
横
を
小
走
り
に
つ
い
て
歩
き
、
色
々
な
こ
と
を
（
そ
れ
は
、
お
も
に
、
自
分
の
家
族
の
こ
と
や
、

そ
れ
ま
で
移
り
住
ん
で
来
た
土
地
の
こ
と
な
ど
で
し
た
が
）
話
し
て
い
ま
し
た
。
最
初
彼
は
聞
い
て
い
る

の
だ
か
、
い
な
い
の
だ
か
、
ま
っ
た
く
私
を
無
視
し
て
い
た
の
で
す
が
、
突
然
、
立
ち
止
ま
り
ま
し
た
。

私
は
、
彼
よ
り
二
、
三
歩
前
に
歩
い
て
し
ま
っ
た
後
、
驚
い
て
振
り
返
り
ま
し
た
。

「
な
ん
で
、
お
れ
の
後
、
い
つ
も
つ
い
て
く
る
ん
だ
よ
」

「
後
つ
い
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
も
ん
。
一
緒
に
途
中
ま
で
、
帰
ろ
う
と
し
て
る
だ
け
だ
も
ん
」

「
な
ん
で
？
」

「
な
ん
で
っ
て
…
…
。
哲
夫
く
ん
の
こ
と
知
り
た
か
っ
た
か
ら
だ
わ
」

「
な
ん
で
、
お
れ
の
こ
と
知
り
た
い
の
？
」

「
だ
っ
て
、
あ
な
た
、
お
友
達
い
な
い
し
、
だ
か
ら
、
私
だ
け
で
も
、
あ
な
た
の
気
持
解わ
か

っ
て
あ
げ
ら
れ

た
ら
い
い
な
あ
っ
て
思
っ
た
の
」

「
ふ
ん
」

「
本
当
よ
。
私
、
あ
な
た
の
こ
と
を
ず
っ
と
気
に
か
け
て
た
の
。
私
が
、
あ
な
た
に
話
し
か
け
な
き
ゃ
、

絶
対
に
駄だ

め目
だ
っ
て
思
っ
た
の
。
力
に
な
り
た
い
の
よ
」

そ
う
言
い
な
が
ら
、
私
は
心
地
良
さ
に
胸
が
詰つ

ま
り
ま
し
た
。
自
分
の
言
葉
に
酔よ

う
と
い
う
こ
と
。
ま

さ
に
、
今
が
、
そ
う
な
の
だ
と
実
感
し
て
い
ま
し
た
。

「
本
当
に
、
お
れ
の
こ
と
心
配
し
て
ん
の
か
よ
」

「
う
ん
！
」

「
嘘う

そ

だ
ね
」
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「
嘘
じ
ゃ
な
い
！
」

「
じ
ゃ
あ
、
証
明
し
て
み
ろ
よ
」

「
…
…
ど
う
や
っ
て
」

「
お
れ
ん
ち
ま
で
一
緒
に
帰
ろ
う
」

「
だ
っ
て
、
哲
夫
く
ん
ち
海
の
方
で
し
ょ
。
す
ご
く
遠
い
ん
で
し
ょ
」

「
で
も
、
お
れ
の
力
に
な
り
た
い
ん
だ
ろ
。
友
達
い
な
く
て
可か
わ
い
そ
う

哀
想
な
お
れ
の
話
し
相
手
に
な
ろ
う
と
し

て
る
ん
だ
ろ
。
そ
れ
と
も
、
お
れ
が
片
目
だ
か
ら
っ
て
珍め
ず
らし
が
っ
て
付
い
て
来
る
だ
け
な
の
か
い
？
」

「
…
…
い
い
わ
。
行
こ
。
哲
夫
く
ん
ち
ま
で
歩
こ
う
！
」

私
は
や
け
に
な
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
歩
き
始
め
ま
し
た
。
こ
ん
な
に
人
の
思
い
や
り
を
受
け
る
こ
と
を
知

ら
な
い
人
っ
て
い
な
い
わ
。
私
は
、
②
口く

や惜
し
さ
に
涙な

み
だぐ

み
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
ど
ん
な

教
室
の
嫌き

ら

わ
れ
者
で
も
、
私
に
気
を
許
し
て
い
た
の
に
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
私
は
、
す
べ
て

の
人
の
尊
敬
と
信し
ん
ら
い頼
を
得
て
来
た
と
い
う
の
に
。

哲
夫
く
ん
が
、
私
の
後
ろ
を
付
い
て
来
る
気
配
が
な
い
の
で
、
振
り
返
る
と
、
彼
は
、
ず
っ
と
後
ろ
の

方
で
、
と
ん
ぼ
を
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
溜た
め

息い
き

を
つ
い
て
、
引
き
返
し
ま
し
た
。

「
急
ご
う
よ
、
哲
夫
く
ん
ち
、
遠
い
ん
だ
か
ら
さ
」

「
ほ
ら
、
し
お
か
ら
と
ん
ぼ
だ
」

「
知
っ
て
る
わ
よ
」

「
ど
う
し
て
し
お
か
ら
と
ん
ぼ
っ
て
言
う
か
知
っ
て
る
か
？
」

「
う
う
ん
」 

「
尻し

っ
ぽ
が
塩し
お
か
ら辛
い
か
ら
な
ん
だ
」

そ
の
瞬
間
、 

私
は
口
も
き
け
な
い
く
ら
い
に
驚
き
ま
し
た
。
な
ん
と
、
哲
夫
く
ん
は
、
そ
の
と
ん
ぼ
の

尻
っ
ぽ
を
、
ぱ
く
り
と
口
に
入
れ
た
の
で
す
。
と
ん
ぼ
は
、
あ
き
ら
め
て
い
る
の
か
、
心
地
良
い
の
か
、

少
し
羽
を
震ふ
る

わ
せ
た
だ
け
で
、
じ
っ
と
し
て
い
ま
し
た
。

「
う
め
え
。
お
ま
え
も
味
見
し
て
み
る
？
」

私
は
驚
い
て
首
を
横
に
振
り
ま
し
た
。
食
べ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
恐
れ
お
の
の
い
て
、
彼
が

閉
じ
た
唇

く
ち
び
るに
と
ん
ぼ
の
尻
っ
ぽ
を
は
さ
ん
で
い
る
の
を
見
詰
め
て
い
ま
し
た
。
彼
は
、
そ
の
ま
ま
、
私
を

じ
っ
と
見
返
し
ま
し
た
。
午
後
の
陽
ざ
し
が
逆
光
に
な
り
彼
と
、
と
ん
ぼ
を
照
ら
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
、

彼
の
片
方
の
目
が
本
物
で
な
い
こ
と
を
、
今
さ
ら
の
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
③
陽
ざ
し
を
通
し
た
瞳ひ

と
みは

、

確
か
に
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
美
し
か
っ
た
。

私
が
呆ぼ
う
ぜ
ん然
と
し
て
い
る
内
に
、
彼
は
、
と
ん
ぼ
の
尻
っ
ぽ
を
唇
か
ら
抜
き
取
り
、
草
む
ら
に
逃
が
し
ま

し
た
。
と
ん
ぼ
は
、
少
し
、　　

１　
　

し
て
い
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
元
気
を
取
り
戻も
ど

し
て
飛
び
立
っ
て
行
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き
ま
し
た
。

「
お
れ
、
し
ょ
っ
ぱ
い
も
ん
が
好
き
な
ん
だ
。
お
ま
え
は
？
」

「
甘
い
も
の
」

哲
夫
く
ん
は
、
私
の
答
え
を
無
視
し
て
、
ど
ん
ど
ん
歩
き
始
め
ま
し
た
。
私
は
慌
て
て
、
彼
の
後
を
付

い
て
行
き
ま
し
た
。
い
く
つ
も
の
温
室
を
通
り
越こ

し
、
私
た
ち
は
田
畑
の
間
を
歩
き
続
け
ま
し
た
。
段
々
、

夕
方
が
近
く
な
っ
て
い
る
ら
し
く
、
私
た
ち
の
影か

げ

は
、
長
く
な
っ
て
行
き
ま
し
た
。
こ
の
先
に
海
な
ん
て

あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
私
は
不
思
議
に
思
い
ま
し
た
。

「
ね
え
、
海
の
側そ
ば

に
住
ん
で
い
る
の
？
」

「
違
う
よ
。
海
は
、
お
れ
ん
ち
よ
り
も
、
ず
っ
と
ず
っ
と
遠
い
よ
。
お
れ
は
、
海
の
方
向
に
住
ん
で
る
だ

け
だ
よ
」

「
ふ
う
ん
。
で
も
、
時
々
、
服
に
砂
を
付
け
て
る
ん
で
し
ょ
」

「
砂
浜
ま
で
行
っ
て
、
遊
ん
で
る
こ
と
は
、
そ
り
ゃ
あ
る
よ
」

「
遊
ぶ
っ
て
？
」

「
蟻あ
り

地じ
ご
く獄
を
掘ほ

っ
た
り
、
は
ま
ゆ
う
の
根
っ
こ
を
引
っ
張
っ
た
り
、
そ
れ
と
か
、
ぼ
う
っ
と
し
て
た
り
さ
」

「
ぼ
う
っ
と
？　

何
を
考
え
る
の
？
」

「
い
ろ
ん
な
こ
と
、
話
し
て
も
、
お
ま
え
に
は
わ
か
ん
ね
え
」

「
あ
の
ね
え
、
哲
夫
く
ん
。
あ
な
た
っ
て
素
直
じ
ゃ
な
い
よ
。
私
は
、
あ
な
た
の
そ
う
い
う
と
こ
を
直
し

て
あ
げ
た
い
の
。
お
と
う
さ
ん
と
お
か
あ
さ
ん
、
あ
な
た
が
、
そ
う
い
う
態
度
を
取
っ
た
り
し
て
も
な
ん

に
も
言
わ
な
い
わ
け
？
」

「
い
ね
え
も
ん
」 

「
！？　

ど
う
し
て
！？
」

「
死
ん
じ
ゃ
っ
た
も
ん
。
お
れ
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
住
ん
で
る
ん
だ
も
ん
」

私
は
、
な
ん
と
言
葉
を
返
し
て
良
い
の
か
解
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
世
に
、
お
と
う
さ
ん
と
お
か
あ

さ
ん
の
い
な
い
子
供
が
い
る
と
は
想
像
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
し
た
。
④
私
は
、
た
だ
黙だ

ま

っ
て
、
う
な
だ

れ
て
い
ま
し
た
。

「
可
哀
想
だ
ろ
」

「
…
…
…
…
」

「
可
哀
想
な
人
間
に
手
出
し
を
し
な
い
方
が
い
い
ぜ
。
困
っ
た
こ
と
に
な
る
ん
だ
か
ら
」

「
ご
め
ん
…
…
」

「
謝あ
や

ま
ん
な
く
た
っ
て
い
い
よ
。
お
れ
、
自
分
で
は
、
可
哀
想
な
ん
て
思
っ
て
ね
え
も
ん
。
学
校
の
や
つ

ら
と
口
を
き
か
な
い
の
は
、
あ
い
つ
ら
が
、
お
れ
を
可
哀
想
だ
と
思
い
始
め
る
の
が
面
倒
な
の
さ
。
人
を
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可
哀
想
だ
っ
て
思
う
の
っ
て
気
持
い
い
だ
ろ
。
冗
じ
ょ
う

談だ
ん

じ
ゃ
ね
え
や
。
お
れ
、
そ
ん
な
ら
嫌
わ
れ
て
た
方
が

い
い
や
。
あ
ん
な
学
校
の
や
つ
ら
な
ん
て
、
お
れ
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
ね
え
も
ん
」

「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
っ
て
な
あ
に
？
」

「
女
に
は
関
係
ね
え
よ
。
で
も
、
お
ま
え
、
い
い
の
？　

あ
と
二
、
三
時
間
で
日
が
暮
れ
ち
ゃ
う
よ
。
そ

し
た
ら
、
帰
れ
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
よ
。
道
、
わ
か
ん
な
い
ん
だ
ろ
？
」

言
わ
れ
て
、
私
は
、
は
っ
と
し
て
あ
た
り
を
見
渡わ
た

し
ま
し
た
。
稲い
ね

刈か

り
の
終
わ
っ
た
枯か

れ
た
田
ん
ぼ
が
、

見
渡
す
限
り
広
が
り
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
の
は
、
い
つ
の
ま
に
か
、
私
と
哲
夫
く
ん
だ
け
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
西
日
が
、
痛
い
く
ら
い
に
私
の
瞳
を
刺さ

し
て
い
ま
し
た
。

「
な
？ 

言
っ
た
ろ
？ 

可
哀
想
な
人
間
に
首
つ
っ
込
ま
ね
え
方
が
い
い
っ
て
」

「
ど
う
し
よ
う
…
…
」

私
は
、
急
に
心
細
く
て
泣
き
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
な
ん
だ
か
芥あ
く
た
が
わ
り
ゅ
う
の
す
け

川
龍
之
介
の
ト
ロ
ッ
コ
み
た
い
な
気
持
に
な
っ
て
来
た
」

「
な
ん
だ
、
そ
れ
？
」

「
行
き
は
よ
い
よ
い
帰
り
は
こ
わ
い
っ
て
い
う
お
話
だ
よ
」

「
通
り
ゃ
ん
せ
の
こ
と
か
」

哲
夫
く
ん
は
、
笑
い
な
が
ら
、
私
を
見
ま
し
た
。
私
は
、
と
て
も
笑
い
返
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
来

た
道
な
ど
、
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
、
い
つ
の
ま
に
か
、
し
ゃ
く
り
上
げ
て
涙
を
流
し
て
い

ま
し
た
。

「
は
は
は
、
お
れ
ん
ち
、
ま
だ
ま
だ
着
か
な
い
よ
。
さ
あ
、
歩
こ
う
ぜ
」

私
は
絶
望
的
な
気
持
に
な
り
、
そ
の
場
に
し
ゃ
が
み
込
ん
で
、
顔
を
覆お
お

っ
て
泣
き
始
め
ま
し
た
。
哲
夫

く
ん
は
、
そ
ん
な
私
を
、
し
ば
ら
く
見
て
い
た
よ
う
で
し
た
が
、
突
然
、
言
い
ま
し
た
。

「
あ
、
お
ま
え
の
足
の
下
に
蛇へ

び

つ
ぶ
れ
て
ら
」

私
は
悲
鳴
を
上
げ
て
飛
び
の
き
ま
し
た
。

「
嘘
だ
よ
。
⑤
今
頃ご

ろ

の
季
節
に
蛇
が
い
る
わ
け
な
い
じ
ゃ
ん
。
馬ば

か鹿
だ
な
あ
、
お
ま
え
」

私
は
、
口
惜
し
さ
に
唇
を
噛か

み
し
め
、
涙
を
　　

２　
　

拭ぬ
ぐ

い
ま
し
た
。
哲
夫
く
ん
は
、
小
さ
な
川
を
飛

び
越
え
て
、
田
ん
ぼ
に
、
ぽ
ん
と
降
り
ま
し
た
。

「
こ
っ
ち
来
い
よ
」

私
は
、
助
走
を
付
け
て
、
必
死
に
川
を
飛
び
越
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
哲
夫
く
ん
の
後
を
付
い
て
、
田

ん
ぼ
の
中
を
歩
い
て
行
き
ま
し
た
。
根
許も

と

を
残
し
た
稲
は
、　　

３　
　

良
い
音
を
立
て
て
、
私
た
ち
の
足

に
踏ふ

ま
れ
ま
し
た
。
哲
夫
く
ん
は
、
脱だ
っ
こ
く穀
し
た
稲
を
積
み
重
ね
た
大
き
な
わ
ら
の
山
の
ひ
と
つ
に
寄
り
か

か
っ
て
、
地
面
に
座す

わ
り
ま
し
た
。
私
も
真
似
を
し
て
、
彼
の
隣と
な

り
に
座
わ
り
ま
し
た
。
私
は
、
も
う
哲
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夫
く
ん
な
し
で
は
、
家
に
戻
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
す
。
彼
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

わ
ら
は
西
日
の
せ
い
で
、　　

４　
　

暖
か
く
私
た
ち
を
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。
お
か
げ
で
、
私
の
不
安

も
、
少
し
薄う
す

れ
ま
し
た
。

「
な
ー
ん
か
、
い
い
気
持
、
眠
く
な
り
そ
う
」

「
眠
っ
た
ら
、
死
ぬ
ぞ
！！
」

「
え
！？
」

「
嘘
だ
よ
」 

私
は
、
が
っ
く
り
と
首
を
下
に
向
け
て
、
絶
望
の
ポ
ー
ズ
を
取
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
哲
夫
く
ん
の
運

動
靴ぐ
つ

が
目
に
入
り
ま
し
た
。
靴
ひ
も
を
通
す
所
に
、
砂
が
溜た

ま
っ
て
い
る
の
が
解
り
ま
し
た
。

「
ね
え
、
海
で
、
ぼ
う
っ
と
し
て
何
を
考
え
る
の
？
」

「
教
え
な
い
」

「
け
ち
ね
」

「
お
ま
え
ね
え
、
自
分
だ
け
、
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
も
ら
え
る
と
思
っ
た
ら
大
間
違
い
だ
よ
。
⑥
お

ま
え
み
た
い
な
や
つ
こ
そ
、
ほ
ん
と
は
、
誰だ
れ

か
ら
も
、
秘
密
を
教
え
て
も
ら
え
な
い
ん
だ
」

「
ど
う
し
て
？
」

「
良
い
人
の
ふ
り
す
る
の
は
、
一
番
、
悪
人
な
ん
だ
よ
」

「
私
が
悪
人
だ
っ
て
言
い
た
い
の
？
」

「
ま
あ
な
」

私
は
、
な
ん
だ
か
、
ま
た
悲
し
く
な
っ
て
来
て
、
ひ
と
し
き
り
泣
き
ま
し
た
。
哲
夫
く
ん
は
、
少
し
も

動
じ
る
こ
と
な
く
、
わ
ら
を
引
っ
こ
抜
い
て
、
結
ん
だ
り
、
齧か
じ

っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
、
い
つ
ま

で
た
っ
て
も
、
彼
が
、
私
を
慰な

ぐ
さめ
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
、
あ
き
れ
て
、
顔
を
覆
っ
て
い
た
指
を
広
げ
て
、

彼
の
顔
を
盗ぬ
す

み
見
ま
し
た
。
彼
は
、
私
の
こ
と
な
ど
気
に
も
止
め
て
い
な
い
よ
う
で
し
た
。
ぼ
う
っ
と
考

え
て
い
る
ん
だ
。
私
は
、
そ
う
思
い
、
納
得
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
西
日
で
金
色
に
染
ま
っ
て
い
る
田
ん

ぼ
が
、
な
ん
だ
か
夕
方
の
海
の
よ
う
な
気
が
し
て
来
ま
し
た
。
涙
の
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
た
り
は
、

静
か
に
漂た
だ
よう
さ
ざ
波
で
満
ち
て
来
た
よ
う
な
、
そ
ん
な
気
が
し
て
、
私
は
、
小
さ
な
声
で
叫さ
け

び
ま
し
た
。

哲
夫
く
ん
は
我
に
帰
っ
た
よ
う
に
、
私
を
見
ま
し
た
。

「
ど
う
し
た
？
」 

「
な
ん
か
ね
え
、
私
、
海
辺
に
い
る
よ
う
な
気
に
な
っ
て
た
ん
だ
よ
」

⑦
哲
夫
く
ん
は
、
顔
を
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
し
て
笑
い
ま
し
た
。
歯
が
、
白
い
ん
だ
な
あ
と
私
は
感
じ
て

い
ま
し
た
。

「
な
。
や
っ
ぱ
、
そ
う
思
う
だ
ろ
。
海
、
ち
ゃ
ん
と
見
え
る
だ
ろ
」
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「
う
ん
」

「
お
れ
の
目
、
片
方
し
か
な
い
け
ど
、
ち
ゃ
ん
と
、
何
で
も
見
え
る
ん
だ
」

「
う
ん
」

私
は
、
哲
夫
く
ん
の
横
顔
を
こ
っ
そ
り
見
詰
め
て
、
綺き

麗れ
い

だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
見
え
て
い
な
い
方

の
瞳
は
夕
陽
を
浴
び
て
、
き
ら
き
ら
と
輝か
が
やい
て
い
ま
し
た
。
耳
の
後
ろ
か
ら
、
砂
が
こ
ぼ
れ
た
よ
う
な
気

が
し
ま
し
た
。
海
の
方
の
子
な
ん
だ
な
あ
。
私
は
、
つ
く
づ
く
、
そ
う
思
い
ま
し
た
。

 

（
山
田
詠
美
『
晩
年
の
子
供
』
講
談
社
に
よ
る
）

問
一　

空
欄
１
～
４
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
、
一
つ

ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

さ
く
さ
く
と　
　

イ　

ふ
か
ふ
か
と　
　

ウ　

ご
し
ご
し
と　
　

エ　

よ
ろ
よ
ろ
と

問
二　

傍
線
部
①
「
そ
ん
な
も
ど
か
し
い
気
持
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
こ
と
が
も
ど
か
し
い
の
で
す

か
。
三
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
②
「
口
惜
し
さ
に
涙
ぐ
み
そ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。

そ
の
理
由
を
六
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
③
「
陽
ざ
し
を
通
し
た
瞳
は
、確
か
に
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
美
し
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
表
現
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
と
い
う
比ひ

ゆ喩
は
、「
哲
夫
く
ん
」
の
瞳
が
陽
ざ
し
を
受
け
て
き
ら
き
ら
と
輝
い

て
見
え
る
様
子
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
美
し
さ
に
「
私
」
が
見
と
れ
て
い
る
。

イ　

ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
と
い
う
比
喩
は
、「
哲
夫
く
ん
」
の
瞳
か
ら
透
き
通
る
よ
う
に
陽
ざ
し
が
こ
ぼ

れ
る
様
子
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
美
し
さ
に
「
私
」
は
わ
ず
か
な
不
安
を
感
じ
て
い
る
。

ウ　

ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
と
い
う
比
喩
は
、「
哲
夫
く
ん
」
の
「
私
」
に
対
す
る
冷
た
い
態
度
を
示
し
て

い
る
が
、
一
方
で
そ
の
美
し
さ
に
「
私
」
は
す
っ
か
り
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

エ　

ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
と
い
う
比
喩
は
、「
哲
夫
く
ん
」
の
何
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
心
を
示
し

て
お
り
、
そ
の
心
の
美
し
さ
を
「
私
」
は
理
解
で
き
な
い
ま
ま
で
い
る
。 
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問
五　

傍
線
部
④
「
私
は
、た
だ
黙
っ
て
、う
な
だ
れ
て
い
ま
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、こ
の
と
き
の
「
私
」

の
心
情
の
説
明
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。

ア　

哲
夫
く
ん
の
素
直
で
な
い
性
格
を
直
し
て
あ
げ
た
い
と
い
う
親
切
心
で
言
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、

哲
夫
く
ん
に
反
発
さ
れ
た
の
で
悲
し
ん
で
い
る
。

イ　

お
と
う
さ
ん
と
お
か
あ
さ
ん
が
い
な
い
子
供
が
い
る
こ
と
な
ど
想
像
も
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の

で
、
ど
う
し
て
良
い
か
分
か
ら
ず
と
ま
ど
っ
て
い
る
。

ウ　

お
と
う
さ
ん
と
お
か
あ
さ
ん
が
い
な
い
こ
と
を
、「
死
ん
じ
ゃ
っ
た
も
ん
」
と
特
に
気
に
し
た
様

子
も
無
く
言
う
哲
夫
く
ん
の
こ
と
を
不
思
議
に
思
っ
て
い
る
。

エ　

哲
夫
く
ん
に
お
と
う
さ
ん
と
お
か
あ
さ
ん
が
い
な
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
不
用
意
な

こ
と
を
言
っ
て
し
ま
い
申
し
訳
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

オ　

哲
夫
く
ん
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
二
人
だ
け
で
住
ん
で
い
る
こ
と
を
初
め
て
聞
い
て
、
哲
夫
く
ん
が

海
で
の
一
人
遊
び
を
好
ん
で
い
る
理
由
に
納
得
し
て
い
る
。

問
六　

傍
線
部
⑤
「
今
頃
の
季
節
」
と
あ
り
ま
す
が
、
作
中
の
季
節
は
い
つ
で
す
か
。
漢
字
一
字
で
答
え

な
さ
い
。

問
七　

傍
線
部
⑥
「
お
ま
え
み
た
い
な
や
つ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
人
の
こ
と
で

す
か
。「
～
人
」
に
つ
な
が
る
形
で
文
中
か
ら
八
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
八　

傍
線
部
⑦「
哲
夫
く
ん
は
、顔
を
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
し
て
笑
い
ま
し
た
」と
あ
り
ま
す
が
、な
ぜ「
哲

夫
く
ん
」
は
笑
っ
た
の
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

さ
っ
き
ま
で
、
さ
ん
ざ
ん
泣
い
て
い
た
「
私
」
が
、
田
ん
ぼ
を
夕
方
の
海
の
よ
う
に
感
じ
た
と
、

楽
し
そ
う
に
叫
ん
だ
こ
と
が
面
白
か
っ
た
か
ら
。

イ　

田
ん
ぼ
が
海
に
見
え
る
は
ず
は
な
い
の
に
、「
私
」
が
海
辺
に
い
る
よ
う
な
気
に
な
っ
た
と
言
い

出
し
た
の
で
、
お
か
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

ウ　
「
私
」
の
こ
と
な
ど
気
に
し
な
い
で
、
ぼ
う
っ
と
考
え
事
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
突
然
「
私
」

が
叫
び
声
を
挙
げ
た
こ
と
に
驚
い
た
か
ら
。

エ　
「
私
」
が
西
日
に
染
ま
る
田
ん
ぼ
を
見
て
、
海
辺
に
い
る
よ
う
な
気
に
な
っ
た
と
言
っ
た
こ
と
に
、

自
分
と
感
覚
を
共
有
で
き
る
喜
び
を
感
じ
た
か
ら
。
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三
　
　　

次
の
①
～
⑤
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

①
熱
帯
魚
の
シ
イ
ク
を
す
る
。

②
友
達
を
パ
ー
テ
ィ
ー
に
シ
ョ
ウ
タ
イ
す
る
。

③
シ
セ
イ
を
正
し
て
座
り
な
さ
い
。

④
校
庭
の
サ
ク
ラ
が
見
ご
ろ
を
迎
え
た
。

⑤
ジ
シ
ャ
ク
を
使
っ
た
実
験
を
す
る
。

 

（
問
題
は
以
上
で
す
。）
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注意

１．指示があるまで開かないようにしてください。

２．この冊
さっし

子の総ページ数は 8ページです。
　　問題は 3～ 6ページにあります。

３．答えはすべて解答用紙に書きなさい。

４． 解答用紙の裏面には答えを書かないこと。
　　書いても採点しません。

　　　　　　　2019 年度

入試Ⅱ
帰国生入試Ⅱ

算　数
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１

⑴　次の問いに答えなさい。

　あ　時速 72 kmは秒速何mか求めなさい。

　い　秒速 14 mは時速何 kmか求めなさい。

　う　4 kmを 8分で走るバスの速さは時速何 kmか求めなさい。

⑵ 　4 つの数 0，1，2，9を一度ずつ使って 4けたの整数を作ります。ただし，0が千

の位にあるものは 3けたの整数として考えるので 4けたの整数ではありません。

　　2019 は小さい方から数えて 　　  え  　　 番目の数です。

　　偶数は 　　  お  　　 個作れ，5の倍数をすべて足すと 　　  か  　　 になります。

⑶ 　対角線が直交する四角形を直角四角形ということにします。次の四角形の中で，

必ず直角四角形となるものを記号ですべて選びなさい。

　　また，⑥の図形のことを何といいますか。

③②①

④
⑤

⑥

（平行四辺形） （正方形） （長方形）

同じ底辺をもつ二等辺三角
形を上下でつなげたもの

2種類の三角定規を
組み合わせたもの

4辺の長さがすべて
等しい形　　　　
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２

図の透
とうめい

明な立方体の黒く点を打った 4つの

頂点をすべて太線で結びます。

⑴　太線は何本引けますか。

⑵ 　この立方体を真上から見たとき太線は

どのように見えますか。

　　解答らんの図に太線で示しなさい。

太線で囲まれた立体図形をあとします。

⑶ 　立体図形あの頂点A，Bを含
ふく

む面を下にして置きます。このとき，この立体図

形あを真上から見るとどのように見えますか。真上から見た図を書きなさい。

⑷　立体図形あには名前があります。最も適した名前を答えなさい。

⑸ 　はじめの立方体の体積が 30 cm3 であるとき，立体図形あの体積を求めなさい。

求め方も答えること。

Ｂ

Ａ
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３

下の表は，1月 1日から 1月 31 日までの 31 日間の日付をすべて書き出したときの，

各数字を書いた回数をまとめたものです。

数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

回数 3 45 13 5 3 3 3 3 3 3

同じように 1月 1日から 3月 31 日までの 90 日間の日付をすべて書き出しました。

⑴　4と書いた回数を求めなさい。

⑵　3と書いた回数を求めなさい。

今度は 1月 1日から 12 月 31 日までの 365 日間の日付をすべて書き出しました。

⑶　2と書いた回数を求めなさい。

⑷ 　次の式は 1と書いた回数を求める式です。下線部①～④の部分は，それぞれどの

ように考えているか，説明しなさい。

　　　　12×（1＋11＋1
①
）＋7×1

②
＋3×3

③
1＋2×3

④
0
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４

5 つのいすが横一列に並んでいて，Ｋ君，Ａ君，Ｉ君，Ｙ君，Ｏ君の順番で，空いて

いる席に座ります。

⑴　5人の座り方は何通りありますか。

⑵ 　Ｉ君はＫ君の隣
となり

に座りたいという希望があります。次のように座るとき，5人の

座り方はそれぞれ何通りずつありますか。

　あ　Ｋ君の隣にＩ君が座れた場合

　い　Ｋ君の隣にＩ君が座れなかった場合

⑶ 　誰
だれ

かの隣に座らずに済む席がある場合は，その中から選んで座ることにします。

このようにして 5人が座るときの座り方は何通りありますか。

（問題は以上です。）
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　　　　　　　2019 年度

入試Ⅱ

理　科

注意

1．指示があるまで開かないようにしてください。

2．この冊
さっし

子の総ページ数は 16 ページです。
　  問題は 3～ 14 ページにあります。

3．答えはすべて解答用紙に書きなさい。

4． 解答用紙の裏面には答えを書かないこと。
　  書いても採点しません。
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１　天気について，次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

今も昔も天気の変化が気になることは変わりません。科学技術が発達した現代は観測

データにもとづき科学的に天気予報がなされます。しかし，天気の変化のしくみのわ

かっていなかった時代も自然現象や生物の行動から天気の変化を予測してきました。こ

れらがことわざのように伝わってきたものを観
かんてん

天望
ぼう

気
き

とよんでいます。観天望気は現在

分かっている天気の変化のしくみから説明できるものも多く，日常生活で活用できます。

いくつかの観天望気について考えてみましょう。

Ⅰ　「ツバメが低く飛ぶと雨」「アマガエルが鳴くと雨」

ツバメは北半球の温帯地域で繁
はん

殖
しょく

し，冬は暖かい南の地域に移動する 　　  Ａ  　　 鳥

です。日本には春やってきて，卵を産み，夏の間にヒナを育てます。ツバメはヒナの

ためにエサとなるこん虫を探して飛び回っています。雨が降る前は湿
しつ

度
ど

が高く，空気

が湿
しめ

ってきます。するとツバメのエサとなるこん虫の羽が湿って重くなりあまり高く

飛べなくなります。だからエサをねらって飛んでいるツバメも低いところを飛ぶこと

になります。

アマガエルは，その名の通り雨が降りそうになると鳴きます。アマガエルが鳴き始

めるのは，3月から 4月にかけての時期です。アマガエルは肺で呼吸するとともに補

助的に 　　  Ｂ  　　 でも呼吸しています。　　  Ｂ  　　 で呼吸するためには 　　  Ｂ  　　 を常

に湿らせておかないといけません。そのため，晴れた日は水の中や物
もの

陰
かげ

にひそんでい

ますが，天気が悪くなり湿度が高くなってくると活発に活動します。その時に繁殖相

手を呼ぶために鳴き声をあげます。

問 1　文章中の 　　  Ａ  　　 にあてはまる語を答えなさい。

問 2　文章中の 　　  Ｂ  　　 にあてはまる語を次のア～エの中から１つ選び，記号で答え

なさい。

ア　えら　　　イ　肛
こう

門
もん

　　　ウ　皮
ひ

膚
ふ

　　　エ　舌
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問 3　問題文の例以外にも生物の行動で天気の変化を予測するものがたくさんありま

す。晴れを予測するものを，次のア～エから 2つ選び，記号で答えなさい。

ア　クモの巣に朝
あさ

露
つゆ

がかかる　　　　　　　　　　　イ　トビが高く飛ぶ

ウ　蚊
か

柱（大量の蚊が一団となって飛ぶ）がたつ　　エ　カラスが急いで巣にかえる　　　　

Ⅱ　「朝虹
にじ

は雨，夕虹は晴れ」

虹は太陽の光が雨粒
つぶ

の中で反射と屈
くっ

折
せつ

をくりかえしてできます。太陽の光には様々

な色の光が混ざっていますが，色によって雨粒での屈折のしやすさが異なります。光

の屈折の角度が違
ちが

うと，遠くにいる観測者には，それぞれの色の光が分かれて届くた

めきれいな 7色の虹が見えます。

太陽の光

水滴

屈折しにくい
色の光

屈折しやすい
色の光

問 4　観測者には屈折しやすい色ほど下方に見え，屈折しにくい色ほど上方に見えま

す。次のア～オのうち，最も屈折しやすい色を選び，記号で答えなさい。

ア　赤　　　イ　青　　　ウ　黄　　　エ　紫
むらさき

　　　オ　緑

問 5　図のように虹が観測できたとき，太陽はア～ウのどこにあるか，記号で答えな

さい。

虹
観
測
者

ア イ

ウ

問 6　なぜ「朝虹は雨」になるのか，説明しなさい。
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Ⅲ　「山が笠
かさ

をかぶると雨」

問 7　笠雲の発生するしくみについての文章を読み，あとの問いに答えなさい。

山の斜
しゃ

面
めん

に沿って登っていく湿った空気は，上空ほど気圧が低くなるので 　　  Ｄ  　　

します。空気は 　　  Ｄ  　　 すると，温度が 　　  Ｅ  　　 なる性質を持っています。やが

てその空気は露
ろ

点
てん

をこえて 　　  Ｆ  　　 が雲粒になります。つまり，笠雲ができるとき

は，湿った空気が流れこんでいるときであり，やがて雨が降ると予測できます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （『最新理科便覧』浜島書店）

⑴　文章中の 　　  Ｄ  　　 ～ 　　  Ｆ  　　 に当てはまる語を答えなさい。

⑵　雲粒の直径を 0.01 mm，雨粒の直径を 1 mmとするとき，雲粒が雨粒になるには

何個の雲粒が必要か答えなさい。ただし，球の直径が 2倍になると体積は 2× 2×

2＝ 8倍になります。

問 8　この観天望気は，富士山のような独立した山ではよくあてはまりますが，山脈

のように山が連なっている場合は，あまりあてはまりません。その理由を答えなさい。
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２　こん虫について，次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

ひろし君は虫取り網
あみ

と虫かごを持ち，こん虫を採集しに行きました。その結果，カブ

トムシ，ミツバチ，セミ，バッタ，ハエなどを採集することができました。クワガタも

採集したかったのですが，この日は採集できませんでした。

ひろし君は採集したこん虫を持ち帰って観察しました。採集したこん虫はすべて成虫

でした。

問 1　こん虫とはどのようなものですか。次のア～キからすべて選び，記号で答えな

さい。

ア　からだが，頭・腹の 2つの部分に分かれている生き物

イ　からだが，頭・胸・腹の 3つの部分に分かれている生き物

ウ　からだが，頭・胸・はね・腹の 4つの部分に分かれている生き物

エ　あしが 4本ある生き物

オ　あしが 6本ある生き物

カ　あしが 8本ある生き物

キ　はねがある生き物

問 2　はねの枚数が 4枚のこん虫を次のア～オからすべて選び，記号で答えなさい。

ア　カブトムシ　　　イ　ミツバチ　　　ウ　セミ　　　エ　バッタ　　　オ　ハエ

問 3　今回採集できなかったクワガタは完全変態するこん虫です。

⑴　完全変態とはどのようなものか，説明しなさい。

⑵　完全変態するこん虫を，問 2のア～オからすべて選び，記号で答えなさい。

問 4　こん虫のあしはからだのどの部分についていますか，答えなさい。

問 5　こん虫がもつ，においを感じるつくりを何といいますか，答えなさい。
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問 6　こん虫がもつ，からだを曲げたりのばしたりするためのつくりを何といいます

か，答えなさい。

問 7　後日，ひろし君はクワガタを採集しに行く予定です。木の種類と時間帯を考え

て採集しにいきます。木の種類と時間帯について，最も採集しやすいと考えられるも

のを次のア～エからそれぞれ選び，記号で答えなさい。

　【木の種類】

ア　クヌギ　　　イ　スギ　　　ウ　ヒノキ　　　エ　マツ

　【時 間 帯】

ア　8～ 11 時　　　イ　11 ～ 14 時　　　ウ　15 ～ 18 時　　　エ　2～ 5時
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３　相対速度について，あとの問いに答えなさい。

図 1のように，歩道にＡさんが立っていると，その前をＢさん，Ｃさんの乗った車が，

どちらも東へ向けて時速 40 kmで通り過ぎました。

前文の「東へ向けて時速 40 km」というのは，「歩道に立っているＡさんから見て，

東へ向けて時速 40 km」という意味です。もしも，東へ向けて時速 40 kmで動くＢさ

んが，（Ｂさんと同じく）東へ向けて時速 40 kmで動くＣさんを見ると，Ｃさんは止まっ

ているように見えます。つまり，ＢさんにとってＣさんは時速 0 kmなのです。

このように，自分が動きながら他の物体を見るときには，自分が動かずに他の物体を

見るときとは，見え方が違ってくるのです。このような速度のことを「相対速度」とい

います。

問 1　時速 40 km（１時間で 40 km進む）は毎秒何mですか。割り切れない場合には，

四捨五入して整数で答えなさい。

問 2　Ｂさんが歩道に立っているＡさんを見たとき，Ｂさんから見てＡさんはどちら

向きに，時速何 kmで動いて見えますか。

図１

Ｂ

Ｃ

Ａ
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次に，図 2のように，歩道にＡさんが立っていると，その前をＤさんの乗った車が

東へ時速 40 km，Eさんの乗った車が西へ時速 50 kmで通り過ぎました。

問 3　ＤさんがＥさんを見たとき，Ｅさんはどちら向きに，時速何 kmで動いているよ

うに見えますか。

さらに，図 3のように，歩道に立つＡさんの前を，Ｆさんの乗った車が時速 60 km

で東へ向けて通り過ぎました。ＦさんがＡさんの前を通り過ぎたころ，別の車に乗った

ＧさんもＡさんの前を通り過ぎました。

問 4　このとき，ＦさんがＧさんを見ると，Ｇさんが西向きに時速 10 kmで動いてい

るように見えたとすると，Ｇさんの乗った車はどちら向きに時速何 kmで動いていま

したか。

図 2

図 3

D

Ａ

E

F

Ｇ

Ａ

Ｇ
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「相対速度」を考えるとき，物体の速度を矢印で表して作図することによって理解し

やすくなります。例えば問 3を考えるとき，Ｄさんの速度を（　　　　　　　 Ｄ），Ｅ

さんの速度を（Ｅ 　　　　　　　　　  ）で表すと，Ｄさんから見たＥさんの速度（相

対速度）は図 4の実線（　　　　　　　　　　　　　　　　）のようになるのです。

E　　　　　　　　　　　　　　　　　　D

図 4 ※黒点は 2つの矢印の始点を重ねたところです

つまり，２つの矢印の始点を重ね，　　　Ｄの先端から 　　　Ｅの先端へ矢印を書

くと，それがＤさんから見たＥさんの速度（相対速度）になるのです。

問 4についても同様に考えると，うまく理解することができます。

そして，このやり方は，一直線上でなくても通用します。
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問 5　図 5のように，歩道に立つＡさんの前を，Ｈさんの乗った車が東へ向けて時速

40 km，Ｉさんの乗った車が北へ時速 30 kmで通り過ぎました。Ｈさんから見てＩさ

んはどちら向きに，時速何 kmで動いているように見えますか。下の方眼紙を利用し

て「およその速度」を求めなさい。向きについては，北・北東・東・南東・南・南西・

西・北西のうちから一番近いものを１つ選び，答えなさい。

 

問 6　図 5のとき「ひょう」が降ってきました。Ｉさんが窓から「ひょう」を見たと

ころ，図 6のように，「ひょう」がななめ 45°の角度で降ってきているように見えま

した。「ひょう」はＡさんから見て時速何 kmで降っているように見えますか。ただし，

風はなく，「ひょう」はＡさんから見て真下に向けて落ちてきているものとします。

 

図 5

図 6

Ｈ

ＡＩ

45°
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４　空気について，あとの問いに答えなさい。

空気にはさまざまな気体が混ざっています。一番多くふくまれている気体は 　　  Ａ  　　 で，

その割合は約 　　  Ｘ  　　 ％です。二番目に多い気体は 　　  Ｂ  　　 で，その割合は約 21％

です。二酸化炭素は 　　  Ｙ  　　 番目に多い気体で，約 　　  Ｚ  　　 ％含まれています。その

他にはヘリウム，ネオン，二酸化硫
いおう

黄などもふくまれています。これらの割合には水蒸気

をふくめていません。

問 1⑴　文章中の 　　  Ａ  　　 ・ 　　  Ｂ  　　 に適切な気体の名前を入れなさい。

⑵　文章中の 　　  Ｘ  　　 に入る数値を整数で答えなさい。

⑶　文章中の 　　  Ｙ  　　 に入る整数を入れなさい。

⑷　文章中の 　　  Ｚ  　　 に入る数値として最も近い値を次のア～オから選び，記号で

答えなさい。

ア　0.01　　　イ　0.02　　　ウ　0.03　　　エ　0.04　　　オ　0.05
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問 2　ヒトは呼吸をすると二酸化炭素をはき出します。Ａ君，Ｂ君，Ｃ君の 3人が気

体検知管を用いて，はき出した呼気の中の二酸化炭素の濃
のう

度
ど

を測定しようとしていま

す。3人の方法の中から正しい方法を選び，Ａ～Ｃの記号で答えなさい。

Ａ君　「呼吸したあと，はき出した気体の中には二酸化炭素が増えているんだって。

どのくらい増えたのか気体検知管を使って調べてみようよ」

Ｂ君　「気体検知管は，ふだんは中に気体が入らないようにガラスで封
ふう

がしてあるね」

Ｃ君　「じゃあ，これから気体検知管を使うから，気体検知管の両側を切って，本体

に取り付けよう」

Ａ君　「いま切り取ると気体検知管の中に空気が入ってしまうからよくないよ。まず

本体のレバーを引いて，調べたい気体を本体にためておこう。その後に気体検

知管を切ってすぐに取り付け，本体にためておいた気体を気体検知管の中に送

りこめばいいんだ」

Ｂ君　「それは無理だよ。やっぱり両側を切った気体検知管を本体に取り付け，調べ

たい気体はビニール袋にためておいて，その気体を吸い取らせようよ。」

Ｃ君　「ビニール袋は良くないよ。はき出した呼気を調べるのだから，直接気体検知

管を口にくわえて，息をはき出すほうが良いよ。」

問 3　空気中には多くの水蒸気がふくまれていますが，ふつう空気の成分には水蒸気

をふくめていません。なぜふくめないのか，その理由を考えなさい。

問 4　気体の性質や利用法について説明した文があります。このうち，ヘリウム，ネ

オン，二酸化硫黄について説明した文をそれぞれ１つずつ選び，ア～オの記号で答え

なさい。

ア　火山ガスに含まれ，酸性雨の原因物質の 1つである。

イ　最も軽い気体であり，空気と混ざったこの気体に火を近づけると爆
ばく

発
はつ

する。

ウ　2番目に軽い気体であり，飛行船などに利用されている。

エ　空気より軽く，都市ガスの主成分である。

オ　空気より軽く，色あざやかな広告照明などに用いられる。



― 14 ―

問 5　空気中から１種類の気体だけを取り出そうと思います。空気を－190℃まで冷
れい

却
きゃく

すると空気の一部の成分が液体になりました。また，一部の成分は冷却したときに固

体になりましたが，その固体は取り除きました。

⑴　この液体の温度を上
じょう

昇
しょう

させたとき，最初に気体になって取り出すことができるの

はどの気体ですか。次のア～カから1つ選び，記号で答えなさい。参考として，空気

中にふくまれる気体の沸
ふっ

点
てん

を表に示します。気体Ａ，気体Ｂは問1の気体 　　  Ａ  　　 ，

　気体 　　  Ｂ  　　 と同じ気体です。

ア　気体Ａ　　　　イ　気体Ｂ　　　　ウ　アルゴン

エ　ヘリウム　　　オ　ネオン　　　　カ　二酸化硫黄

空気中の成分気体の沸点

気体の種類 沸点

気体Ａ － 196℃

気体Ｂ － 183℃

アルゴン － 186℃

ヘリウム － 269℃

ネオン － 246℃

二酸化硫黄 － 10℃

⑵　－190℃の液体の中に二酸化炭素はふくまれていません。その理由を答えなさい。

（問題は以上です。）
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　　　　　　　2019年度

入試Ⅱ

社　会

注意

１．指示があるまで開かないようにしてください。

２．この冊
さっし

子の総ページ数は24ページです。
　　問題は 4～20ページにあります。

３．答えはすべて解答用紙に書きなさい。

４． 解答用紙の裏面には答えを書かないこと。
　　書いても採点しません。
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1   　海陽学園のある蒲郡市では市内のいたるところから三河湾をはさんで渥美半島をの
ぞむことができます。星くんとその仲間たちは、この夏休み、渥美半島の大部分を構
成する田原市の地域調査に出かけました。以下の文章は、星くんたちが作成した調査
レポートの一部をまとめたものです。この文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

海陽学園

東海道新幹線

豊橋鉄道渥美線

田原市

三河港

三河湾

太平洋

三河田原駅

豊橋駅

A

島

半

美

渥

図１

図１にあるように田原市は、太平洋と三河湾に囲まれた渥美半島に位置しています。

①渥美半島は三河湾を横断する中央構造線の影響を受けてできたため、それに平行する
ように東西方向に伸びた形をしています。
田原市の現在の②人口は62,673人で22,443世帯（2018年 8 月時点）が生活しています。
田原市は農牧業や鉱工業に従事している人が全国平均に比べて多い都市です。そこで、
ぼくらは③市内のいろんな場所を観察した後、田原市の産業について調べることにしま
した。
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田原市は市町村別農業生産額が三年連続日本一になるほど農業が盛んな場所ですが、
田原市のある渥美半島は昔から農業に向いた土地ではありませんでした。温暖な気候で
あるものの、雨が少なく大きな河川もない渥美半島では、水を確保するため様々な工夫
が行われてきました。つるべや風車で井

い

戸
ど

水
みず

をくみ上げたり、雨水をためたりして農地
に水を送っていましたが、それでも十分な水量を確保することは難しかったのです。そ
こで1968年に④愛知県北東部の水源から渥美半島の先

せん

端
たん

まで用水路が整備され、この地
域の農業は大きく発展しました。⑤田原市で生産された様々な農産物は、愛知県内をは
じめ全国に出荷されています。
また田原市は、鉱工業が盛んな都市でもあります。市内には⑥石灰石の鉱山もありま
すが、中でも盛んなのが製造業です。海陽学園から三河湾をはさんで正面に見える田
原市の北の海岸線沿いの地区には大規模工場群がみられます。実は海陽学園がある蒲郡
市、豊橋市、そして田原市に囲まれた三河湾一帯は⑦三河港という一つの港を形成して
います。1970年代以降、この三河湾に面した田原市の北東部で大規模な埋

う

め立て工事が
始まり、そこに自動車工場が作られてからは多くの自動車関連企

きぎょう

業が進出しました。現
在は、70社以上の企業が市内で生産活動を行い、⑧三河港ではそれらの工場で利用され
る原料や生産された製品を輸送する大型船が多くみられます。

問１　下線部①について、渥美半島のように中央構造線の影響を受けてできた半島とし
て適当なものを、次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

　ア　伊豆半島　　イ　能登半島　　ウ　志摩半島　　エ　大隅半島

問２　下線部②について、田原市の 1世帯あたりの平均人口として最も近いものを次の
ア～エの値から一つ選び、記号で答えなさい。

　ア　1. 8　　　　  イ　2. 3　　　　  ウ　2. 8　　　　  エ　3. 3
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問３　下線部③について、星くんたちは、市内を回り数地点で写真撮
さつ

影
えい

をおこないまし
た。次の地形図（25,000分の 1原寸、一部加工）中に示した太線は、その時星くんた
ちが歩いたルートの一部を示したもので、写真ア・イは、その時に星くんたちが撮影
したものです。次の写真、地図中の例を参考に、星くんたちが撮影をおこなった地点
を●、そこから撮影した方角を矢印で示し、横にはア・イの記号を記しなさい。なお、
例のように●はこの太線の上に置きなさい。

例：奥
おく

には市役所の建物、手前右には郵便局の看板が見えます。

例例
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ア：左手前には消防署の訓
くん

練
れん

棟
とう

、奥には庁舎が見えます。

イ：川にかかる橋の上を横切る電車が見えます。
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問４　下線部③について、次の写真は、星君たちが図１中のＡの位置で撮影した風力発
電所の様子です。風力発電はクリーンなエネルギーといわれていますが、ある公害が
発生することから人口が少ない地域で行われることが多い発電方法です。風力発電が
生む公害について説明しなさい。

問５　下線部④について、この用水路の名前を漢字で答えなさい。

問６　下線部⑤について、次の⑴ ⑵の問に答えなさい。

⑴  　次の表は、田原市が産出額の全国順位で10位以内に入る農産物の一部（キャベツ、
トマト、豚

ぶた

、ブロッコリー、メロン）の都道府県順位を示したものです。表中のア
～オからメロンとトマトにあてはまるものを選び記号で答えなさい。

ア イ ウ エ オ

1 位 北海道 茨城 群馬 熊本 鹿児島

2位 愛知 北海道 愛知 北海道 宮崎

3位 埼玉 熊本 千葉 茨城 千葉

統計年次は2016年

出典：『日本国勢図会2018/19』
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⑵  　田原市は輪
りん

ギクの生産量全国 1位の市です。田原市でのキク栽
さい

培
ばい

は屋外の畑では
なく、ビニルハウスなどの施

し

設
せつ

を用いて行われるものがほとんどで、キクの成長を
調整する栽培方法が用いられています。その栽培方法の特

とくちょう

徴を解答らんに合うよう
に説明しなさい。

問７　下線部⑥について、この鉱山でとれた石灰石は、現在、石材としての利用が中心
ですが、かつては別の工業製品の原料に用いられていました。その工業原料の名前を
カタカナで答えなさい。

問８　下線部⑦について、三河港は日本の港の中で貿易額上位10以内に入る主要港と
なっています。次の表は三河港を含

ふく

む、貿易額上位10以内に入る港とその貿易額を示
したものです。表中のアとイに当てはまる港の名前をそれぞれ答えなさい。

港名 輸出額 輸入額

1位 （　ア　）港 111,679 122,444

2 位 東京港 58,621 117,011

3 位 （　イ　）港 117,421 48,656

4 位 横浜港 71,772 41,336

5 位 関西国際空港 56,439 39,406

6 位 神戸港 56,317 32,356

7 位 大阪港 36,742 47,553

8 位 千葉港 7,871 33,145

9 位 川崎港 11,198 22,248

10位 三河港 25,716 7,120

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 統計年次は2017年　単位は億円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　出典：『日本国勢図会2018/19』
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問９　下線部⑧について、次の写真・絵ア～エの中から、自動車を運
うん

搬
ぱん

する際に用いる

船を撮影したものを選び、記号で答えなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ

　　　出典：『小学校の図鑑　NEO　乗りもの【改訂版】　鉄道・自動車・飛行機・船』
　　　　　　2003年12月10日　初版第１刷発行／ 2013年 4 月 3 日　改訂版第１刷発行　p.162-163



　問９の写真・絵ア～エについては、著作権上の理由により公開しません。



― 10 ― ― 11 ―

問10　下線部⑧について、星くんたちが調査を終え海陽学園に戻
もど

ってから数日後、いつ
ものように食堂から三河湾を眺めているとふだんと様子が違うことに気づきました。
三河湾では、湾内の工場と他の港湾を行き来する船が日常的に見られますが、湾内に
はいつも以上に多くのとまっている船が確認できたのです。図２はその日の日本周辺
の天気図を示したものです。この日、湾内に多くの船がとまっている理由を、当日の
天気をふまえて説明しなさい。

図２

　気象庁ホームページより
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2 　次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

2017年12月 8 日、政府は天皇陛下の退位日を2019年 4 月30日と定める政令を決定しま
した。翌 5月 1日には皇太子殿下が新天皇に即位され、新しい元号に改元されますが、
元号とは何なのでしょうか？
年号・元号は、紀元前140年頃の①中国の漢という王朝において、君主の力や影響は

「空間」だけでなく「時間」にも及ぶという思想から生まれました。中国の影響を受け
た東アジアの国々でも使用されていたことがありますが、現在、元号を使用している
国家は日本だけです。日本書紀によると、日本で正式に元号が立てられたのは645年～
650年の「②大化」が初めてとされています。その後の約50年は公的な元号が定められ
ませんでしたが、③律令体制が整備された「大宝」（701年）以降には継続的に元号がた
てられるようになりました。基本的には天皇が交代する度に新たな元号がつけられたの
ですが、それ以外にも④大きな喜ばしい出来事があった場合や、災害・疫

えきびょう

病・戦乱など
があった場合にも元号を変えていました。新たな名前をつけることによって、時代の流
れを変えようとしたのです。
歴史を勉強していると、元号がさまざまな場面で登場します。元号が登場する具体的
な例としては、平安時代では、最澄によって建てられた⑤延暦寺、武士が政治権力をも
つきっかけとなった⑥保元の乱・平治の乱が、鎌倉時代では、後鳥羽上皇が北条氏追

つい

討
とう

の兵をあげた⑦承久の乱、武士による初めての法律である⑧貞永式目（御成敗式目）、
元が襲来した⑨文永の役・弘安の役などがあります。室町時代では、後醍醐天皇による
建武の新政、⑩正長の土一揆、応仁の乱が、安土・桃山時代では文禄の役・慶長の役が、
江戸時代では、寛永通宝などの貨幣や、⑪元禄文化や化政文化（文化～文政）などの町
人らによる文化、享保の改革・寛政の改革・天保の改革の幕府の改革、大老の井伊直弼
によって行われた⑫安政の大獄などが思い浮かぶと思います。明治以後は、「一世一元
の制」によって、天皇一代の治

ち

世
せい

はひとつの元号で通すことになりました。元号が長く
続くと元号によってできごとを区別するのが難しくなることもあり、⑬明治維新や⑭大
正デモクラシー、昭和恐慌など、元号がつけられたできごとはだんだん少なくなってい
ます。
日本では元号を使用した年代表記とともに、キリストが生まれたとされる年を基準と
する「西暦○○年」という年代表記も使用されています。この他に、⑮干

え

支
と

を使用した
年代表記も存在します。今年の年賀状は「いのしし」のイラストが描かれていませんで
したか？それが干支です。
元号のほかにも、普段は何気なく見過ごしたり、あまり深く考えることがないような
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ことが身近にたくさんあるはずです。少し立ち止まって、自分で考えたり、調べたりし
てみてください。そこから世界が大きく広がるはずです。

問１　下線部①について、日本と中国のつながりがあったことをしめす金印が見つかっ
た場所を、次の図のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。　

■

■
■

■

ア

エ

ウ イ

問２　下線部②について、のちに天皇になった、大化の改新をおこなった中心人物の名
前を漢字で答えなさい。

問３　下線部③について、戸
こ

籍
せき

にもとづいて税があつめられるようになりましたが、律
令制度のもとでの税について述べた文として、正しいものを次のア～エから一つ選
び、記号で答えなさい。

　ア　租は、 6歳以上の男のみにあたえられた口分田の面積に応じて、稲の収穫の約
3％をおさめさせたものである。

　イ　庸は、各地の特産品を都まで運ばせて、おさめさせたものである。
　ウ　雑徭は、1年のうち60日以内を限度として、土木工事などをさせたものである。
　エ　防人は、武器を自分でそろえさせた上で、都の警備を 3年間させたものである。
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問４　下線部④について、708年に現在の埼玉県秩父市で銅が産出したことを記念して
改元が行われ、貨幣が作られました。この貨幣の名前を漢字で答えなさい。

問５　下線部⑤について、延暦24年（805年）、天皇が臣
しん

下
か

にどのような政治をすべきか
議論させたところ、「現在、民衆を苦しめているのは、軍事と建設事業であり、この
ふたつをやめれば民衆はやすらかになるでしょう」という意見が出ました。

⑴  　軍事とは東北地方の平定をさしますが、この時にもうけられた官職を漢字五文字
で答えなさい。
⑵　ここでいう建設事業とは何の建設のことか。漢字三文字で答えなさい。
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問６　下線部⑥について、次の図は、保元の乱と平治の乱の関係者をまとめたものです。
この図を参考にして、それぞれの乱における武士の立場・役割をあとの説明文のよう
にまとめました。説明文中の空らんＡ・Ｂにあてはまる文章を答えなさい。

説明文 保元の乱は、 　　　　　　　　　Ａ　　　　　　　　　 ものだが、
平治の乱は、 　　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　　 が中心であり、
勝った平氏が政権を握り、武士政権の時代へと変わっていった。

問７　下線部⑦について、この乱の後、朝廷の監視や西国の支配のために幕府がもうけ
た組織は何か答えなさい。

問８　下線部⑧について述べた文として、誤っているものを次のア～エから一つ選び、
記号で答えなさい。

　ア　武士どうしの裁判のさいに、公平に裁判が行われることを目的として作られた。
　イ　武家社会における慣習や道徳を文章にしてまとめたものである。　
　ウ　女性も男性と同じように土地が分け与えられ、地頭などの役職にもつくことを
認めた。　

　エ　北条義時がさだめた51か条の条文からなる法律で、室町幕府にも受け継がれた。

 天皇家   藤原氏   源氏   平氏  

後白河
（弟）

忠通
ただみち

（兄） 
義
よし

朝
とも

（子・兄） 
清盛

（甥
おい

）

↕ ↕ ↕ ↕ 

崇
す

徳
とく

 
（兄）

頼長
よりなが

 
（弟）

為義
ためよし

・為朝
ためとも

 
（父）・（弟） 

忠
ただ

正
まさ

 
（叔父

お じ

）

 後白河上皇の近臣   武 士  

勝 藤原通
みち

憲
のり

 清盛（平氏）

↕ ↕

負 藤原信頼
のぶより

義
よし

朝
とも

・頼朝（源氏）

保元の乱 

天皇方 
（勝） 

上皇方  
（負） 

平治の乱 
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問９　下線部⑨について、次の図１は文永の役において、一
いっ

騎
き

打
う

ちを挑
いど

む日本の武士が
蒙
もう

古
こ

軍の集団戦法に苦しむようすが描かれています。このときに簡単に上陸をゆるし
た反省から、幕府は次の襲

しゅうらい

来にそなえて対策をさせましたが、弘安の役のようすを描
いた図２を参考にして、どのような場所に、どのような対策をほどこしたか答えなさ
い。

図１　九州大学附属図書館所蔵「蒙古襲来絵詞」（九大本）

図２　九州大学附属図書館所蔵「蒙古襲来絵詞」（九大本）

出典：「蒙古襲来絵詞」

問10　下線部⑩について、この一揆は農民たちが中心となって徳政を要求したものです
が、これ以後、徳政を要求する以外にもさまざまな目的の一揆が各地で発生しました。
守護を倒したのち約100年間にわたって自治をおこなうことになった一揆の名称を、
当時の地名を入れて答えなさい。
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問11　下線部⑪について、この時代に詠
よ

まれた作品を次のア～エから一つ選び、記号で
答えなさい。

　ア　柿くへば　鐘
かね

が鳴
な

るなり　法隆寺　
　イ　古池や　蛙

かわず

飛びこむ　水の音　
　ウ　この世をば　わが世とぞ思ふ　望月の　欠けたることも　なしと思へば
　エ　あをによし　ならのみやこは　咲く花の　にほふがごとく　今盛りなり

問12　下線部⑫について、原因のひとつに、井伊直弼が天皇の許可を得
え

ずに外国と条約
を結んだことがあります。このときに結ばれた条約は日本にとって不利な内容をもつ
不平等条約でした。不平等の内容を二つ答えなさい。

問13　下線部⑬について、次のア～エの出来事を、時代順に並べ替えなさい。

　ア　日露戦争が始まった。　　　　　　イ　韓国併合を行った。
　ウ　大日本帝国憲法が発布された。　　エ　廃藩置県が行われた。

問14　下線部⑭について、政治参加を求める国民の声を抑
おさ

えられなくなり、1925年には
普通選挙法が制定されました。同じ年に、社会主義の活動を抑えることを目的として
制定された法律を答えなさい。

問15　下線部⑮について、これは、十
じっ

干
かん

（甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸）
と十

じゅうにし

二支（子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥）を組み合わせて、60
年をひとまとまりの単位として年代表記するものです。干支が名前に使用されてい
る、1868年に起きたできごとを答えなさい。
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3 　次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

一国の経済規模が一定期間内に増大・拡大することを経済成長といいます。経済成長
率は、通常、国内総生産（GDP）の伸

の

び率で示されます。GDPは、国内で一定期間に
生み出された付加価値の総額です。国内で一定期間に生み出された付加価値とは、大ま
かにいえば、企

きぎょう

業などが生産や販
はん

売
ばい

を通じて、 1年間でどれくらい新たな価値を増やせ
たかをあらわします。その時どきの金額で示される名目のGDPは、物価が上がればそ
れに比例して上がり、仮に名目のGDPが変わらなくてもGDPが増えたようにみえてし
まうことから、経済成長率という場合には、一般には、①物価変動の影

えいきょう

響を除いた数値
である実質成長率を用います。
さて、経済成長の原動力としては、⒜労働人口の伸び、⒝工場・機械の生産設備など
の資本の伸び、そして、⒞新技術の導入や新商品の生産などの技術の進歩、の 3つが考
えられます。最近の日本の実質成長率は平均 1～ 2％程度ですが、高度成長期とよばれ
た②1950～60年代には10％を超

こ

える年もありました。こうした高い成長率は、⒜高い人
口増加率による豊富な労働力の供給、⒝企業が積極的に資金を投じて工場を建設し、機
械や設備を購入することによる資本の増大、⒞積極的な海外技術の導入とその改良によ
る技術の急速な進歩、などによりもたらされました。この結果、日本は、1968年には当
時の（　１　）を抜

ぬ

き、資本主義国では（　２　）に次ぐ、経済規模で世界第 2位の国
となりました。
しかし、今後は、日本の経済成長を支えた条件のうち 2つが反転していきます。まず、
労働力については、③少子高齢化によって、15歳から64歳までの生産年齢人口が減少し
ていきます。次に、資本についても、企業の生産拠

きょ

点
てん

の海外移転にともない、国内の工
場や機械への投資がとどこおる傾向がみられます。これら 2つに加えて、地球温暖化な
どの④地球環境問題への取り組みも、石油や石炭を燃料とする工業化にブレーキをかけ
ることから経済成長を制約する要因になると考えられています。
こうした中、再生可能エネルギーの利用やロボットが普及するとともに、電気自動車

（EV）や⑤人工知能（AI）などの新しい技術が本格的に姿をあらわし、技術の進歩に
対する期待が高まっています。こうした進歩をうながすには、政府による科学技術の振

しん

興
こう

、研究開発投資の促
そく

進
しん

、それらをになう人材の育成が非常に重要となります。そして、
私たち一人ひとりが、困難に立ち向かう気

き

概
がい

を失わないことも大切です。日本は、1970
年代の⑥ 2 度の石油ショックを省エネ技術の開発などで乗り越

こ

え、「経済大国」とよば
れるようになるくらいに、強い経済を築きました。1990年代にバブル経済が崩

ほう

壊
かい

し、日
本は低成長期に入りましたが、国が貧しくなったわけではありません。将来にわたって、
日本が新たな可能性に挑

いど

み、国民が幸福な生活を追求していく活力を持ち続けられるか
どうかは、あなたがた、若い力にかかっています。



― 18 ― ― 19 ―

問１　文中の（　１　）と（　２　）にあてはまる国名を次のア～キのうちから一つず
つ選びなさい。

　ア　アメリカ合衆国　　イ　中華人民共和国　　ウ　イギリス　　　エ　西ドイツ
　オ　フランス　　　　　カ　ロシア　　　　　　キ　ソビエト連邦

問２　下線部①について、物価が上がり続けることをインフレーション（インフレ）と
いいますが、物価が下がり続けることをなんというかを答えなさい。

問３　下線部②について、1950～1969年のできごとにあてはまらないものを、次のア～
カの中から二つ選び、記号で答えなさい。

　ア　アジアで初のオリンピックが東京で開
かい

催
さい

された。
　イ　働く人々の地位向上のため、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法の、い
わゆる労働三法が制定された。

　ウ　日本が国際連合への加盟を認められた。
　エ　池田勇

はや

人
と

内閣が「所得倍増計画」をすすめた。
　オ　田中角栄首相が中国を訪問して日中共同声明を発表し、中国との国交が正常化
した。

　カ　日本は48ヵ国とサンフランシスコ平和条約を調印し、調印の翌年、独立を回復
した。

問４　下線部③について、今後予想される生産年齢人口の減少に対して、日本のGDP
の成長率を確保するための政策として適切でないものを、次のア～オのうちから一つ
選び、記号で答えなさい。

　ア　定年の延
えんちょう

長や定年のない働き方をすすめる。
　イ　失業者や非正規雇用者に対して教育訓練を実施する。
　ウ　日本の企業が、安価な労働力が豊富にある海外で生産をおこないやすくするよ
うに補

ほ

助
じょ

金
きん

を交付する。
　エ　保育所の整備をし、待機児童を減らす。
　オ　日本に在住する外国人に対して、日本文化・日本語教育情報、生活情報、医療
情報等を積極的に提

ていきょう

供する。



― 20 ―

問５　下線部④について、次の問いに答えなさい。

⑴  　循環型社会をめざして「 3つのＲ」という取り組みが求められています。「 3つ
のＲ」は、リユース、リデュースともう一つは、何を示すかをカタカナで答えなさい。

⑵  　地球環境を守るための国際的な取り組みに関する記述として誤っているものを、
次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

　　ア　1972年、スウェーデンのストックホルムで開かれた国連人間環境会議におい
て、「かけがえのない地球」を合い言葉に環境問題について話し合い、人間環
境宣

せん

言
げん

を採択した。
　　イ　1992年、ブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議が開かれ、「持続

可能な開発」をテーマに討
とう

議
ぎ

し，気候変動枠組条約や生物多様性条約が調印さ
れた。

　　ウ　1997年、京都で開かれた第 3回気候変動枠組条約締約国会議（COP 3 ）で
採択された京都議定書では、二酸化炭素など温室効果ガスの排出削減目標を定
めたが、議定書からのアメリカの離脱などの問題もあった。

　　エ　2015年、パリで開かれた第21回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）で
採択されたパリ協定は、「世界的な平均気温の上昇を産業革

かく

命
めい

前にくらべて 2
度未満に抑える」ことを目標としているが、経済開発を優

ゆう

先
せん

する発
はっ

展
てん

途上国は
参加を見送った。

問６　下線部⑤について、AIの発達により、人間が現在おこなっている仕事の多くを
AIがかわりに行うとの予想があります。その一方で、人間にしかできない仕事もあ
ると考えられます。それはどのような仕事だと考えますか。あなたの考えをその理由
とともに答えなさい。

問７　下線部⑥について、第 1次石油ショックのきっかけとなった第 4次中東戦争はエ
ジプト・シリアなどのアラブ諸

しょ

国
こく

とどこの国との間でおこなわれた戦争か。国名を答
えなさい。

（問題は以上です。）




