
二
〇
二
一
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
24
ペ
ー
ジ
で
す
。

　
　

問
題
は
３
～
20
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
は
、「
、」
や
「
。」
な
ど
の 

記
号
も
字
数
に
ふ
く
み
ま
す
。

五
、
受
験
番
号
は
漢
字
で
な
く
、
算
用
数
字
で
記
入
し
な
さ
い
。
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一
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

「
農
業
は
自
然
破は

壊か
い

だ
」
と
い
う
見
方
と
「
農
業
は
自
然
を
支
え
て
い
る
」
と
い
う
見
方
は
、
矛む

盾じ
ゅ
ん

し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
世
界
を
別
々
の
見
方
で
見
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
す
。
ど
ち

ら
の
言
い
分
に
も
耳
を
傾か
た
む

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
現
代
で
は
「
農
業
は
自
然
を
支
え
て
い
る
」

と
い
う
①
内
か
ら
の
ま
な
ざ
し
の
方
は
弱
々
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
②
科
学
的
な
見
方
が
優
勢

だ
か
ら
で
す
。
こ
の
こ
と
を
生
き
も
の
へ
の
ま
な
ざ
し
を
例
に
と
っ
て
比
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
③
生
物
多
様
性
」
と
い
う
言
葉
が
広
ま
っ
て
き
た
の
は
、
一
九
九
二
年
の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
の

地
球
環か

ん

境き
ょ
う

サ
ミ
ッ
ト
で
、「
生
物
多
様
性
条
約
」
が
提
起
さ
れ
、
一
九
九
三
年
に
日
本
も
一
八
番
目
の
参

加
国
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
言
葉
の
内
容
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
福
岡
県
で
は
二
〇
一
七
年
で
も

38
％
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
外
来
の
言
葉
で
、
普
段
は
使
う
こ
と
が
な
い
か
ら
で
す
。

「
生
物
多
様
性
」
は
わ
か
り
や
す
そ
う
で
案
外
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
田
ん
ぼ
の
中
に
入
っ

た
と
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
生
き
も
の
と
目
を
合
わ
せ
て
、
話
し
た
り
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
「
生
物

多
様
性
」
と
目
を
合
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
頭
の
な
か
で
整
理
す
る
と
き
に
現
れ

る
概が
い
ね
ん念
で
す
。
臨
場
感
の
な
い
、
外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
の
典
型
で
す
。
こ
れ
を
あ
な
た
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ

の
生
き
も
の
の
集
合
だ
と
し
て
、
で
き
る
だ
け
イ
メ
ー
ジ
が
湧わ

く
よ
う
に
し
よ
う
と
し
ま
す
が
、
や
は
り

思
い
浮
か
ぶ
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
も
の
た
ち
の
姿
ば
か
り
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
自
然
保
護
と
は
生

物
多
様
性
の
保
護
で
も
あ
る
の
で
す
よ
」
と
い
う
言
い
方
は
間ま

違ち
が

っ
て
は
い
な
い
の
で
す
が
、
何
か
冷
た

い
、
実
感
が
伴と

も
な

わ
な
い
感
じ
な
の
で
す
。

た
し
か
に
「
い
ろ
ん
な
生
き
も
の
が
い
る
っ
て
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
の
生
き
も
の
が
生
き
ら
れ
る

豊
か
な
生
態
系
が
あ
る
っ
て
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
る
と
、
そ
う
だ
な
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

も
そ
も
そ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
な
生
き
も
の
が
い
る
こ
と
は
い
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
答
え
る

こ
と
は
、
案
外
難
し
い
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
④
生
物
多
様
性
に
匹ひ

っ
て
き敵

す
る
日
本
人
の
伝
統
的
な
言
葉
は
何
で
し
ょ
う
か
。
ま
あ
、
そ
れ

が
な
い
か
ら
こ
の
用
語
が
用
い
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
あ
え
て
探
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
「
生
き

と
し
生
け
る
も
の
に
は
命
と
魂
た
ま
し
い

が
宿
っ
て
い
る
」「
無む

だ駄
な
Ａ
殺
生
は
し
て
は
い
け
な
い
」「
虫
も
草
も

人
間
も
生
き
も
の
同
士
だ
よ
」
と
い
う
言
葉
が
浮
か
び
ま
す
が
、
ど
れ
も
古
く
さ
く
現
代
で
は
ほ
と
ん
ど

使
わ
れ
な
い
言
葉
で
す
。

こ
れ
で
は
「
生
物
多
様
性
は
な
ぜ
大
切
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
内
か
ら
精
神
的
、
文
化
的
に
は

答
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
ど
う
し
て
も
外
か
ら
の
見
方
で
答
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日

本
の
環
境
省
は
、「
生
物
多
様
性
は
人
間
に
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
で
大
切
で
あ
る
」
と
説
明
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し
て
い
ま
す
。「
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
人
類
が
生
態
系
か
ら
得
て
い
る
利
益
を
指
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
四
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
食
料
・
燃
料
・
水
・
原
材
料
な
ど
の
「
供
給
サ
ー
ビ
ス
」

②
気
候
・
大
気
成
分
・
生
物
数
な
ど
の
「
調
整
サ
ー
ビ
ス
」

③
風
景
や
体
験
の
場
、
神
秘
的
な
体
験
な
ど
の
「
文
化
的
サ
ー
ビ
ス
」

④
生
き
も
の
の
生
息
環
境
、
遺
伝
的
な
多
様
性
の
維い

じ持
な
ど
の
「
生
息
地
サ
ー
ビ
ス
」

こ
れ
ら
の
「
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
」
は
「
生
物
多
様
性
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で

す
。「
あ
る
生
き
も
の
が
現
在
は
役
に
立
た
な
く
て
も
、
将
来
た
と
え
ば
癌が
ん

の
Ｂ
ト
ッ
コ
ウ
ヤ
ク
を
産
み

出
す
か
も
し
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
ど
ん
な
生
き
も
の
で
も
守
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う

考
え
方
が
代
表
的
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
生
き
も
の
に
有
用
性
が
見
つ
か
る
と
は
思
え
ま
せ

ん
。
見
つ
か
ら
な
い
場
合
が
多
い
で
し
ょ
う
。
も
し
有
用
性
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
ら
、
守
る
理
由
は
な

く
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
役
に
立
と
う
と
立
つ
ま
い
と
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理り

屈く
つ

は
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

「
自
然
は
そ
れ
自
体
に
価
値
が
あ
る
。
美
し
い
し
、
そ
こ
に
行
け
ば
気
持
ち
が
い
い
か
ら
」
と
主
張
し
た

と
し
て
も
、
こ
れ
も
人
間
が
感
じ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
人
間
に
役
に
立
つ
価
値
だ
と
言
わ
れ
そ
う
で
す
。

そ
う
す
る
と
「
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
」
に
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ほ
ん
と
う
に
自
然
に
は
、
人
間
と
関
係
な
い
価
値
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。「
自
然
保
護
思
想
」
も
「
生

物
多
様
性
」
も
「
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
」
も
西
洋
か
ら
の
Ｃ
ユ
ニ
ュ
ウ
で
す
。
自
然
と
人
間
を
分
け
て
、
自

然
を
外
か
ら
見
て
い
ま
す
。
科
学
的
な
見
方
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
な
に
か
即
物
的
で
、
生
き
も
の
の
生

の
ぬ
く
も
り
や
息い

ぶ
き吹
が
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
ね
。
こ
の
よ
う
に
ど
う
し
て
も
外
か
ら
の
科
学
的
な
見
方
は
、

よ
そ
事
と
思
わ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
科
学
的
な
見
方
は
ど
う
し
て
も
そ
の
時
代
の
精
神
の
主
潮

に
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。
現
代
社
会
を
牽け

ん
い
ん引
し
て
い
る
の
は
資
本
主
義
の
市
場
経
済
の
価
値

観
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
経
済
価
値
の
劣
る
も
の
は
後
回
し
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
先
の
四
項
目

に
、「
赤
と
ん
ぼ
の
Ｄ
ム
れ
飛
ぶ
風
景
」
や
「
稲い
ね

の
葉
を
揺ゆ

ら
し
な
が
ら
田
ん
ぼ
の
上
を
渡
っ
て
い
く
涼

し
い
風
」
や
「
春
に
な
る
と
畦あ
ぜ

に
咲さ

き
乱
れ
る
野
の
花
」
は
入
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
た
ぶ
ん
「
あ
あ
、

そ
れ
は
　　
　

ア　
　
　

の
個
人
的
な
表
現
で
す
ね
」
で
片
付
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

「
宇
宙
船
地
球
号
」
や
「
地
球
環
境
」
と
い
う
言
葉
が
一
九
九
〇
年
頃ご
ろ

か
ら
世
界
的
に
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
狭せ

ま

い
地
域
や
国
を
超こ

え
て
地
球
規
模
で
考
え
な
け
れ
ば
、「
地
球
温
暖
化
」
の
問
題
や

海
を
渡
る
鳥
た
ち
の
保
護
や
海
洋
を
移
動
す
る
鯨く

じ
ら

や
魚
な
ど
の
保
護
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
言
い
方



― 5 ―

は
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
⑤
こ
う
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
見
方
は
私
た
ち
の
実
感
を
伴
い
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
科
学
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
話
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
専
門
家
の
言
い
分
に
従
わ

ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
と
も
す
る
と
、
私
た
ち
一
人
一
人
の
実
感
を
軽
ん
じ
、
み
な
さ
ん
が
住
ん
で
い
る
在
所
（
地
域
）

の
特
性
が
眼
中
に
な
く
な
り
ま
す
。
地
球
全
体
の
問
題
が
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
西
洋
発
の
新
し
い
自
然
保
護
思
想
が
あ
ま
り
広
が
っ
て
い
な
い
の
は
、

近
代
化
が
進
ん
だ
国
の
事
情
と
価
値
観
を
土
台
に
し
て
い
る
の
で
、
世
界
各
地
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
特
有

の
生
き
も
の
観
、
天
地
自
然
観
、
生
命
観
、
生
活
観
と
な
か
な
か
つ
な
が
ら
な
い
か
ら
で
す
。

そ
れ
に
さ
ら
に
大
切
な
こ
と
は
、「
生
物
多
様
性
」
に
し
て
も
「
地
球
環
境
」
に
し
て
も
「
自
然
保
護
」

に
し
て
も
、
そ
こ
で
生
き
て
い
る
人
の
姿
が
見
え
な
い
こ
と
で
す
。
あ
ま
り
に
も
一
般
的
に
考
え
ら
れ
、

誰だ
れ

に
で
も
、
ど
こ
に
で
も
通
用
す
る
よ
う
な
語
り
方
を
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
具
体
的
な
事
例
で
あ
っ
て
も
、

そ
こ
で
生
き
て
い
る
人
間
の
感
覚
（
内
か
ら
の
ま
な
ざ
し
）
が
表
に
出
て
こ
な
い
か
ら
で
す
。

こ
う
し
た
反
省
を
踏ふ

ま
え
て
、
現
在
で
は
人
間
と
自
然
の
関
係
を
考
え
る
学
問
・
思
想
が
「
環
境
倫り
ん

理り

」
と
し
て
一
つ
の
分
野
を
な
そ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
期
待
し
て
い
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

⑥
生
き
も
の
が
死
ん
で
い
っ
て
も
、
ま
た
生
ま
れ
て
、
生
が
く
り
返
す
こ
と
を
見
れ
ば
、
ど
ん
な
に
安あ
ん

堵ど

す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
こ
そ
が
、
私
た
ち
が
死
を
乗
り
越
え
る
最
良
の
方
法
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
百
姓
が
「
ま
た
今
年
も
草
が
伸
び
る
季
節
が
や
っ
て
き
た
」
と
話
す
と
き
に
、「
草
と
り
は
大
変
で

す
ね
」
と
い
う
意
味
に
受
け
取
り
、
労
苦
ば
か
り
を
読
み
取
っ
て
き
た
の
は
間
違
い
で
す
。
⑦
農
業
を
近

代
化
す
る
こ
と
が
い
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
と
そ
う
受
け
取
る
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
こ
に
「
ま
た
草
と
会
え
る
。
草
と
り
が
で
き
る
」
喜
び
と
安
堵
を
感
じ
る
か
ら
こ
そ
、「
草

を
殺
す
」
と
い
う
罪
悪
感
を
持
た
ず
に
済
ん
で
い
る
の
で
す
。
西
洋
の
「
自
然
保
護
」
は
こ
こ
ま
で
踏
み

込こ

む
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
科
学
者
に
話
す
と
、「
そ
れ
は
生
物
の
再
生
の
こ
と
で
す
ね
」「
死

ん
で
、
分
解
さ
れ
て
、
ま
た
生
ま
れ
る
物
質
循じ
ゅ
ん

環か
ん

の
こ
と
で
す
ね
」「
そ
う
い
う
生
態
系
は
安
定
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」「
生
物
種
の
持
続
の
こ
と
で
す
ね
」
な
ど
と
、
外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
だ
け
で
片

付
け
よ
う
と
し
ま
す
。

生
き
も
の
一
匹ぴ

き

一
匹
の
生
死
よ
り
も
、
生
態
系
全
体
を
安
定
さ
せ
持
続
さ
せ
て
い
け
ば
何
の
不
都
合
も

な
い
、
と
い
う
の
は
、「
生
物
多
様
性
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
の
特と
く

徴ち
ょ
う

で
す
。
こ
う
し

た
い
か
に
も
大
局
に
立
っ
た
か
の
よ
う
な
視
点
は
、
身
近
な
生
き
も
の
の
生
死
か
ら
目
を
そ
ら
す
こ
と
に

な
り
ま
す
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
死
の
上
に
こ
そ
、
自
然
も
そ
し
て
農
業
も
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と

を
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
ま
た
会
え
る
」
と
い
う
実
感
こ
そ
、
自
然
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
の
実
感
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
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農
業
が
ず
っ
と
続
け
ら
れ
て
き
た
証あ
か
し

で
も
あ
り
ま
す
。

農
業
は
同
じ
仕
事
を
く
り
返
し
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
じ
生
き
も
の
が
毎
年
毎
年
生
ま
れ

る
よ
う
に
な
り
、
い
つ
も
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
百
姓
仕
事
を
続
け

な
い
と
、
天
地
自
然
が
変
化
し
（
田
畑
も
荒あ

れ
て
）、
め
ぐ
み
が
受
け
取
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

の
変
化
こ
そ
が
最
も
避さ

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
天
地
自
然
の
怒い
か

り
に
触ふ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
天て

ん
ば
つ罰
が
あ
た
る
こ
と
を
恐
れ
る
か
ら
こ
そ
、
天
地
自
然
の
め
ぐ
み
へ
の
感
謝
の
念
も
強
く
な
り
ま
し

た
。
こ
う
し
て
百
姓
は
天
地
自
然
に
Ｅ
シ
ン
ワ
的
な
く
ら
し
の
知ち

恵え

を
身
に
つ
け
て
き
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
い
う
見
方
に
対
し
て
「
結
果
的
に
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
意
識
的
に
守
ろ

う
と
し
た
の
で
は
な
い
」
と
い
う
批
判
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
⑧
西
洋
的
な
、
近
代
的
な
見
方
だ
と
思
い

ま
す
。
た
し
か
に
蛙か
え
る

を
育
て
る
意
識
的
な
稲
作
技
術
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
田
ん
ぼ
で
蛙
が
い
っ
ぱ
い
生
ま

れ
て
い
る
の
は
、
蛙
へ
の
ま
な
ざ
し
が
無
意
識
に
含ふ

く

ま
れ
て
い
る
百
姓
仕
事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ

と
、
こ
れ
ま
で
も
語
っ
て
来
ま
し
た
。
現
代
の
「
技
術
」
と
は
目
的
と
す
る
も
の
（
米
）
を
意
識
的
に
生

産
す
る
も
の
で
、
目
的
と
し
て
い
な
い
も
の
（
蛙
）
を
育
て
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
技
術
を

仕
事
の
中
に
組
み
込
み
自
分
の
も
の
に
し
て
い
る
百
姓
に
は
、
蛙
へ
の
情
愛
が
発
揮
で
き
る
と
い
う
わ
け

で
す
。
誤
解
が
な
い
よ
う
に
一
言
付
け
加
え
る
と
、
そ
れ
は
結
果
的
に
破
壊
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
と
し
て
、

責
任
が
問
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

毎
年
毎
年
、
田
植
え
を
し
、
田
ま
わ
り
を
し
、
稲
刈
り
を
し
続
け
る
と
、
⑨
身
体
の
中
に
生
き
も
の
へ

の
ま
な
ざ
し
が
蓄ち

く
せ
き積

さ
れ
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
（
無
意
識
に
）
生
き
も
の
も
守
っ
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ

な
ら
、
天
地
の
め
ぐ
み
を
受
け
身
で
（
選せ

ん
た
く択
す
る
こ
と
は
後
回
し
に
し
て
）
と
に
か
く
受
け
と
め
る
の
が

百
姓
の
伝
統
的
な
感
覚
な
の
で
す
。
こ
の
受
け
身
の
感
覚
が
こ
れ
ま
で
う
ま
く
表
現
さ
れ
て
来
な
か
っ
た

こ
と
が
残
念
で
す
。
西
洋
の
発
想
と
は
異
な
る
発
想
で
天
地
自
然
と
つ
き
あ
い
、
め
ぐ
み
を
い
た
だ
き
な

が
ら
、
身
の
回
り
の
自
然
を
支
え
て
き
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
の
で
す
。

 

（
宇
根
豊
『
日
本
人
に
と
っ
て
自
然
と
は
な
に
か
』
ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書
に
よ
る
）

問
一　

波
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
。
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問
二　

傍ぼ
う
せ
ん線
部
①
「
内
か
ら
の
ま
な
ざ
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
「
内
か
ら
の
ま
な

ざ
し
」
の
具
体
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

春
、
満
開
の
桜
の
花
が
散
る
の
を
見
て
、
こ
の
花
び
ら
が
分
解
さ
れ
て
木
の
栄
養
に
な
る
の
だ
な

と
考
え
る
こ
と
。

イ　

暑
い
夏
の
日
の
夕
方
に
ヒ
グ
ラ
シ
が
鳴
い
て
い
る
の
を
聞
い
て
、
も
う
夏
も
終
わ
り
に
近
づ
い
た

と
感
じ
る
こ
と
。

ウ　

秋
の
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
夕
焼
け
空
に
カ
ラ
ス
の
飛
ん
で
い
く
様
子
を
見
て
、
物
悲
し
い
気
分
に

な
る
こ
と
。

エ　

雪
の
降
る
中
、
庭
の
梅
の
つ
ぼ
み
が
開
い
て
い
る
の
を
見
て
、
寒
さ
に
耐た

え
て
咲
く
姿
を
け
な
げ

で
美
し
く
思
う
こ
と
。

問
三　

傍
線
部
②
「
科
学
的
な
見
方
」・
⑧
「
西
洋
的
な
、
近
代
的
な
見
方
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら

を
ま
と
め
た
表
現
を
本
文
中
か
ら
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
③
「
生
物
多
様
性
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
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　

外
来
の
言
葉
で
、
普
段
は
使
う
こ
と
が
少
な
い
た
め
、
日
本
人
に
合
っ
た
大
切
な
概
念
で
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
日
本
で
の
認
知
度
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
言
葉
で
あ
る
。

イ　

多
く
の
生
物
の
集
合
体
と
い
う
概
念
で
あ
り
、
個
別
の
生
物
の
よ
う
に
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
や

す
い
も
の
で
は
な
い
た
め
、
臨
場
感
を
伴
わ
な
い
言
葉
で
あ
る
。

ウ　

臨
場
感
を
伴
わ
な
い
外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
の
典
型
で
あ
り
、イ
メ
ー
ジ
を
湧
か
せ
よ
う
と
し
て
も
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
生
き
物
す
ら
浮
か
ば
な
く
な
っ
て
し
ま
う
言
葉
で
あ
る
。

エ　

本
来
は
日
常
生
活
の
中
で
接
す
る
い
ろ
い
ろ
な
生
き
も
の
と
同
じ
よ
う
に
目
を
合
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
冷
た
く
実
感
が
伴
わ
な
い
言
葉
で
あ
る
。

問
五　

傍
線
部
④
「
生
物
多
様
性
に
匹
敵
す
る
日
本
人
の
伝
統
的
な
言
葉
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
後
に

具
体
例
と
し
て
示
さ
れ
た
言
葉
と
似
た
意
味
の
こ
と
わ
ざ
を
答
え
な
さ
い
。
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問
六　

空く
う
ら
ん欄
ア
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
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

供
給
サ
ー
ビ
ス

イ　

調
整
サ
ー
ビ
ス

ウ　

文
化
的
サ
ー
ビ
ス

エ　

生
息
地
サ
ー
ビ
ス

問
七　

傍
線
部
⑤
「
こ
う
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
見
方
」
に
つ
い
て
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

Ⅰ 　
「
こ
う
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
見
方
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
見
方
で
す
か
。
本
文
中
の

言
葉
を
使
っ
て
二
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

Ⅱ 　

筆
者
は
「
こ
う
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
見
方
」
を
す
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
て

い
ま
す
か
。
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　

実
感
を
伴
わ
な
い
も
の
の
見
方
で
あ
る
た
め
、
目
の
前
に
起
き
て
い
る
事
象
よ
り
も
科
学
的
な

デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
専
門
家
の
意
見
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
性
が

無
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

イ　

大
局
に
立
っ
た
か
の
よ
う
な
視
点
で
も
の
を
見
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
も
の
ご
と
を
あ
ま
り
に

も
一
般
的
に
考
え
、
誰
に
で
も
、
ど
こ
に
で
も
通
用
す
る
よ
う
に
語
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で

生
き
て
い
る
人
の
姿
を
無
視
す
る
よ
う
に
な
る
。

ウ　

近
代
化
が
進
ん
だ
西
洋
の
事
情
と
価
値
観
を
土
台
に
し
た
見
方
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の

持
っ
て
い
る
古
い
価
値
観
と
な
か
な
か
つ
な
が
ら
ず
、
新
し
い
自
然
保
護
思
想
が
あ
ま
り
広
が
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

エ　

生
き
も
の
一
匹
一
匹
の
生
死
よ
り
も
、
生
態
系
全
体
に
目
が
行
っ
て
し
ま
う
た
め
、
身
近
な
生

き
も
の
の
生
死
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の
の
死
の
上
に
こ
そ
自
然
が
成
り
立
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
う
。

問
八　

傍
線
部
⑥
「
生
き
も
の
が
死
ん
で
い
っ
て
も
、
ま
た
生
ま
れ
て
、
生
が
く
り
返
す
こ
と
」
を
「
内

か
ら
の
ま
な
ざ
し
」
で
見
れ
ば
、
ど
う
い
う
感
覚
で
と
ら
え
ら
れ
ま
す
か
。
本
文
中
か
ら
十
五
字
以
内

で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。
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問
九　

傍
線
部
⑦
「
農
業
を
近
代
化
す
る
こ
と
」
が
必
ず
し
も
よ
い
こ
と
で
は
な
い
と
筆
者
が
考
え
る
の

は
な
ぜ
で
す
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
七
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
十　

傍
線
部
⑨
「
身
体
の
中
に
生
き
も
の
へ
の
ま
な
ざ
し
が
蓄
積
さ
れ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど

う
い
う
こ
と
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　

毎
年
毎
年
、
田
ん
ぼ
に
水
を
入
れ
、
田
植
え
を
し
て
と
い
う
よ
う
に
同
じ
作
業
を
く
り
返
し
て
い

る
の
は
、
こ
の
仕
事
を
続
け
て
い
か
な
い
と
田
ん
ぼ
が
荒
れ
て
、
自
然
の
め
ぐ
み
で
あ
る
米
の
収し
ゅ
う

穫か
く

が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
作
業
が
自
然
と
田
ん
ぼ
で
稲
の
成
長
に
役
立
つ

生
き
も
の
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
が
無
意
識
の
う
ち
に
身
近
な
生
き
も
の
の
価
値
を
高

め
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

田
畑
を
荒
れ
さ
せ
な
い
た
め
に
、
同
じ
作
業
を
毎
年
毎
年
く
り
返
し
て
い
く
と
、
意
識
的
に
守
ろ

う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
田
畑
で
生
き
て
い
る
生
き
も
の
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て

い
く
よ
う
に
、
農
作
業
の
中
で
身
近
に
い
る
生
き
も
の
の
一
匹
一
匹
に
対
し
て
、
特
別
な
意
識
を
持

た
ず
に
い
る
こ
と
で
、
田
畑
に
生
き
て
い
る
生
き
も
の
全
体
を
守
っ
て
い
く
た
め
の
技
術
が
積
み
重

な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

ウ　

天
地
自
然
が
変
化
し
て
、
そ
の
め
ぐ
み
を
受
け
取
れ
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、
同
じ
作
業
を
く
り

返
し
て
い
く
の
が
農
業
で
あ
る
が
、
同
じ
作
業
を
く
り
返
し
て
い
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
め
ぐ
み
を
与

え
て
く
れ
る
天
地
自
然
へ
の
感
謝
の
念
も
農
業
を
通
じ
て
育
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
農
業
に
身
近

な
生
き
も
の
へ
の
感
謝
の
念
も
育
っ
て
い
き
、
蛙
を
育
て
る
技
術
が
百
姓
の
伝
統
と
し
て
受
け
継つ

が

れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

田
ん
ぼ
に
水
を
入
れ
る
の
は
米
を
作
る
た
め
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
毎
年
毎
年
同
じ
作
業
を
く
り

返
し
て
い
る
と
、
そ
の
水
の
中
で
生
ま
れ
育
つ
蛙
の
姿
も
毎
年
見
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
て
い
る

う
ち
に
、
少
し
ず
つ
田
ん
ぼ
で
育
つ
蛙
の
姿
に
情
愛
を
感
じ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
身
近
な
生
き

も
の
と
触
れ
合
い
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
と
、
無
意
識
に
身
近
な
生
き
も
の
に
対
し
て
の
情
愛
が

育
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
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二
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　

①
遠
く
か
ら
、
こ
の
街
が
、
ゆ
っ
く
り
と
膨ふ

く

れ
て
い
く
音
が
聞
こ
え
る
。

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
向
こ
う
で
、
黄
色
や
オ
レ
ン
ジ
色
を
し
た
機
械
仕じ

か掛
け
の
キ
リ
ン
の
よ
う
な
重
機
た
ち

が
、
つ
い
こ
の
間
ま
で
私
た
ち
が
ザ
リ
ガ
ニ
を
と
っ
て
遊
ん
で
い
た
空
き
地
を
壊こ
わ

し
続
け
て
い
る
。

「
結ゆ

か佳
ち
ゃ
ん
？
」

名
前
を
呼
ば
れ
て
窓
か
ら
教
室
に
視
線
を
戻も
ど

す
と
、
椅い

す子
に
座
っ
て
い
る
若わ
か

葉ば

ち
ゃ
ん
が
不
思
議
そ
う

に
こ
ち
ら
を
覗の
ぞ

き
こ
ん
で
い
た
。

「
何
見
て
た
の
？
」

若
葉
ち
ゃ
ん
の
机
の
横
に
立
っ
て
い
る
信の
ぶ

子こ

ち
ゃ
ん
も
、
首
を
か
し
げ
て
私
を
見
る
。

「
う
う
ん
、
な
ん
で
も
な
い
。
工
事
、
今
日
も
う
る
さ
い
な
あ
っ
て
思
っ
て
た
だ
け
」

「
な
ん
だ
あ
。
い
つ
も
の
こ
と
じ
ゃ
ん
。
私
、
も
う
慣
れ
ち
ゃ
っ
た
」

若
葉
ち
ゃ
ん
は
大
き
な
目
を
細
め
て
笑
っ
た
。
色
素
の
薄う
す

い
茶
色
い
前ま
え
が
み髪
が
さ
ら
さ
ら
と
揺ゆ

れ
て
、
長

い
睫ま

つ

毛げ

に
引
っ
か
か
り
そ
う
だ
。

私
は
「
そ
う
だ
よ
ね
」
と
言
い
な
が
ら
、
照
れ
隠
し
に
、
肩
を
く
す
ぐ
る
自
分
の
真
っ
黒
な
髪
の
毛
の

先
を
引
っ
張
っ
た
。

運
動
会
が
終
わ
っ
て
一
カ
月
が
過
ぎ
、
寒
く
な
っ
て
き
て
窓
を
閉
め
る
よ
う
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ

で
も
窓
ガ
ラ
ス
の
隙す
き

間ま

か
ら
工
事
の
音
が
入
り
込
ん
で
き
て
、
教
室
を
微か
す

か
に
震ふ
る

え
さ
せ
る
。
②
こ
の
窓

か
ら
見
え
る
光
景
は
急
速
に
変
化
し
続
け
て
い
て
、
止
ま
る
気
配
は
な
か
っ
た
。

長
い
人
差
し
指
を
ガ
ラ
ス
に
つ
け
て
、
若
葉
ち
ゃ
ん
が
工
事
現
場
の
一
つ
を
指
差
し
た
。

「
あ
そ
こ
、
今
度
は
何
が
で
き
る
ん
だ
ろ
う
ね
」

「
さ
あ
。
私
、
お
菓か

し子
屋
さ
ん
が
い
い
な
。
四
丁
目
の
小
さ
い
ダ
イ
エ
ー
、
い
つ
も
同
じ
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
し
か
な
い
ん
だ
も
ん
」

　

Ａ
唇

く
ち
び
る

を
尖と

が

ら
せ
た
信
子
ち
ゃ
ん
は
、「
そ
ん
な
の
で
き
っ
こ
な
い
よ
ー
」
と
若
葉
ち
ゃ
ん
に
笑
い
な
が

ら
背
中
を
叩た
た

か
れ
た
。

若
葉
ち
ゃ
ん
は
赤
い
透す

き
通
っ
た
さ
く
ら
ん
ぼ
の
つ
い
た
ゴ
ム
で
長
い
髪
を
お
団
子
に
し
て
い
る
。
耳

の
上
は
編
み
こ
み
に
な
っ
て
い
て
、
触
れ
た
ら
壊
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
、
私
は
い
つ
も
若
葉
ち
ゃ
ん
の
色

素
の
薄
い
髪
の
毛
を
見
て
い
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

若
葉
ち
ゃ
ん
は
目
も
髪
も
茶
色
く
て
、
日
の
光
に
透
け
て
き
ら
き
ら
と
反
射
し
て
い
る
。
太
い
茶
色
い

ゴ
ム
で
ぼ
さ
ぼ
さ
の
髪
を
ひ
っ
つ
め
に
し
た
信
子
ち
ゃ
ん
は
、「
そ
の
ゴ
ム
、
か
わ
い
い
ー
。
ど
こ
で
買
っ

た
の
？
」
と
若
葉
ち
ゃ
ん
の
編
み
こ
み
を
爪
に
土
の
欠か

け
ら片
が
入
っ
た
人
差
し
指
で
た
ど
っ
た
。
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若
葉
ち
ゃ
ん
と
信
子
ち
ゃ
ん
と
私
は
、
三
年
生
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
仲
が
い
い
。
三
年
に
な
っ
た
と
き

に
転
入
し
て
き
て
こ
の
学
校
の
一
員
に
な
っ
た
若
葉
ち
ゃ
ん
に
、
最
初
に
声
を
か
け
た
の
は
私
だ
。
ト
イ

レ
の
場
所
が
わ
か
ら
な
い
様
子
で
廊ろ
う

下か

に
佇た
た
ず

ん
で
い
た
の
を
見
つ
け
て
案
内
し
た
の
だ
。

転
校
生
が
多
い
こ
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
は
、
ク
ラ
ス
替が

え
を
す
る
と
見
覚
え
の
な
い
顔
が
た
く
さ
ん
紛ま
ぎ

れ
込
ん
で
い
る
。
夏
休
み
や
冬
休
み
な
ど
、
長
い
休
み
が
終
わ
る
た
び
に
、
一
ク
ラ
ス
に
七
、
八
人
も
入
っ

て
く
る
。
三
階
の
空
き
教
室
に
は
何
人
転
校
生
が
来
て
も
い
い
よ
う
に
、
新
品
の
机
と
椅
子
が
び
っ
し
り

と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
幼よ

う

稚ち

園え
ん

の
こ
ろ
か
ら
こ
の
街
に
い
る
私
は
、
そ
の
光
景
に
す
っ
か
り
慣
れ
て
い
た
。

小
学
校
に
入
学
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
引
っ
越こ

し
て
き
た
信
子
ち
ゃ
ん
と
は
、
三
年
に
な
っ
て
委
員
会
が

一い
っ
し
ょ緒
に
な
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
仲
良
く
な
っ
た
。
私
と
若
葉
ち
ゃ
ん
と
信
子
ち
ゃ
ん
は
自
然
と
三
人
で

行
動
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
四
年
に
な
っ
た
今
も
、
休
み
時
間
は
い
つ
も
一
緒
だ
っ
た
。

「
ね
え
ね
え
、
何
の
話
ー
？
」

甲か
ん
だ
か高
い
声
で
急
に
話
に
割
り
込
ん
で
き
た
み
か
ち
ゃ
ん
に
、
信
子
ち
ゃ
ん
が
嫌い
や

な
顔
を
し
た
。

「
…
…
別
に
い
。
い
い
じ
ゃ
ん
、
何
の
話
だ
っ
て
」

「
な
ん
で
？　

教
え
て
く
れ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
ん
」

「
若
葉
ち
ゃ
ん
の
ヘ
ア
ゴ
ム
、
可
愛
い
ね
っ
て
言
っ
て
た
だ
け
だ
よ
」

「
あ
っ
！　

そ
れ
、
私
も
可
愛
い
と
思
っ
て
た
ー
。
ね
、
ね
、
ど
こ
で
買
っ
た
の
？
」

み
か
ち
ゃ
ん
に
Ｂ
身
を
乗
り
出
さ
れ
、
若
葉
ち
ゃ
ん
は
愛
想
よ
く
答
え
た
。

「
あ
の
ね
、
竹た
け

戸ど

の
駅
ビ
ル
の
中
に
あ
る
、
ピ
ン
ク
の
看
板
の
雑
貨
屋
さ
ん
で
買
っ
た
の
。
よ
く
行
く

ん
だ
」

「
え
ー
、
私
も
行
き
た
あ
い
。
今
度
、
一
緒
に
行
こ
う
よ
ー
。
あ
、
ね
え
ね
え
若
葉
ち
ゃ
ん
、
秘
密
の

話
が
あ
る
の
。
ち
ょ
っ
と
来
て
！
」

み
か
ち
ゃ
ん
は
、
若
葉
ち
ゃ
ん
の
手
を
引
っ
張
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

教
室
の
隅す
み

で
耳
打
ち
を
し
て
い
る
二
人
を
見
な
が
ら
信
子
ち
ゃ
ん
が
眉み
け
ん間
に
皺し
わ

を
寄
せ
、
低
い
声
を
出

し
た
。

「
ま
た
、
若
葉
ち
ゃ
ん
連
れ
て
行
か
れ
ち
ゃ
っ
た
。
私
、
み
か
ち
ゃ
ん
大
っ
嫌
い
！　

す
ぐ
あ
あ
や
っ

て
、
若
葉
ち
ゃ
ん
を
取
ろ
う
と
す
る
ん
だ
も
ん
！
」

　

③
私
は
苦
笑
い
を
し
て
、「
う
ん
、
ち
ょ
っ
と
感
じ
悪
い
よ
ね
」
と
頷う

な
ず

い
た
。

女
の
子
た
ち
の
中
に
は
、
人
気
が
あ
っ
て
取
り
合
い
を
さ
れ
て
し
ま
う
子
が
い
る
。
若
葉
ち
ゃ
ん
は
話

が
面
白
く
て
お
洒し
ゃ
れ落
な
、
そ
う
し
た
女
の
子
だ
っ
た
。
三
人
で
一
緒
に
い
て
も
、
た
ま
に
他
の
グ
ル
ー
プ

の
子
か
ら
あ
あ
し
て
連
れ
て
行
か
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

本
当
は
私
も
お
友
達
の
中
で
若
葉
ち
ゃ
ん
が
一
番
好
き
だ
け
れ
ど
、
信
子
ち
ゃ
ん
と
み
か
ち
ゃ
ん
が
繰
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り
広
げ
る
激
し
い
争そ
う
だ
つ
せ
ん

奪
戦
に
加
わ
る
気
は
し
な
く
て
、
一
歩
離は
な

れ
た
と
こ
ろ
で
見
て
い
る
立
場
だ
っ
た
。

信
子
ち
ゃ
ん
が
ひ
そ
ひ
そ
声
で
話
し
続
け
る
。

「
み
か
ち
ゃ
ん
、
こ
の
前
も
、
私
と
若
葉
ち
ゃ
ん
の
秘
密
の
手
紙
、
読
も
う
と
し
た
ん
だ
よ
ー
。
で
も
、

若
葉
ち
ゃ
ん
は
、
私
が
一
番
好
き
っ
て
言
っ
て
く
れ
て
た
も
ん
」

「
そ
う
だ
よ
ね
、
仲
い
い
も
ん
ね
」

「
そ
れ
な
の
に
、
間
に
は
い
っ
て
き
て
、
む
か
つ
く
！　

若
葉
ち
ゃ
ん
、
あ
ん
な
子
ち
っ
と
も
好
き
じ
ゃ

な
い
と
思
う
」

私
は
曖あ
い
ま
い昧
に
笑
っ
て
ご
ま
か
し
た
。
若
葉
ち
ゃ
ん
は
話
が
す
ご
く
面
白
く
て
い
い
子
だ
け
ど
、
少
し 

Ｃ
八
方
美
人
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
み
か
ち
ゃ
ん
に
も
一
番
好
き
だ
と
言
っ
て
④
そ
う
だ
。

「
そ
う
だ
、
私
、
今
日
の
放
課
後
、
若
葉
ち
ゃ
ん
の
家
で
遊
ぼ
う
っ
て
話
し
て
た
の
。
結
佳
ち
ゃ
ん
も

来
る
？
」

「
あ
、
今
日
は
私
、
お
習
字
な
ん
だ
。
だ
か
ら
無
理
」

「
そ
っ
か
あ
」

残
念
そ
う
に
言
い
な
が
ら
も
、
若
葉
ち
ゃ
ん
と
二
人
で
遊
べ
る
の
が
嬉う
れ

し
い
の
か
、
信
子
ち
ゃ
ん
は
に

こ
に
こ
笑
っ
て
い
た
。

そ
の
と
き
、「
え
ー
、
う
そ
っ
！
」「
声
、
大
き
い
よ
ー
！
」
と
い
う
は
し
ゃ
ぎ
声
が
聞
こ
え
、
見
る
と

若
葉
ち
ゃ
ん
と
み
か
ち
ゃ
ん
が
お
互た
が

い
の
服
の
袖そ
で

を
摑つ
か

み
な
が
ら
笑
い
合
っ
て
い
た
。

そ
れ
を
見
て
ま
た
不
快
そ
う
に
顔
を
し
か
め
た
信
子
ち
ゃ
ん
に
、「
⑤
若
葉
ち
ゃ
ん
、
信
子
ち
ゃ
ん
が

お
誕
生
日
に
あ
げ
た
筆
箱
、
大
事
に
使
っ
て
る
ね
。
す
ご
く
お
気
に
入
り
だ
っ
て
言
っ
て
た
よ
」
と
言
う
。

「
ほ
ん
と
？　

そ
う
言
っ
て
た
？　

あ
れ
買
う
の
、
大
変
だ
っ
た
ん
だ
」

「
う
ん
、
こ
の
辺
で
は
売
っ
て
な
い
も
ん
ね
。
信
子
ち
ゃ
ん
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
一
番
嬉
し
か
っ
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
あ
」

「
そ
う
だ
よ
ね
。
み
か
ち
ゃ
ん
が
あ
げ
た
ハ
ン
カ
チ
な
ん
て
、
ダ
サ
く
て
、
若
葉
ち
ゃ
ん
一
度
も
使
っ

て
な
い
も
ん
ね
」

信
子
ち
ゃ
ん
が
得
意
げ
に
言
っ
た
。

本
当
は
、
若
葉
ち
ゃ
ん
は
隣と
な
り

の
ク
ラ
ス
の
竹
田
さ
ん
か
ら
も
ら
っ
た
外
国
製
の
小
さ
な
香
水
瓶び
ん

を
、
一

番
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
た
。
私
の
あ
げ
た
花は
な
が
ら柄
の
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
、
信
子

ち
ゃ
ん
の
あ
げ
た
ク
マ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
筆
箱
も
、
若
葉
ち
ゃ
ん
に
は
少
し
子
供
っ
ぽ
く
思
え
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。

「
結
佳
ち
ゃ
ん
、
お
ト
イ
レ
行
こ
う
よ
お
。
こ
こ
だ
と
、
み
か
ち
ゃ
ん
の
声
が
聞
こ
え
て
き
て
う
る
さ

い
し
」
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信
子
ち
ゃ
ん
が
手
を
繋つ
な

い
で
く
る
。
私
は
そ
の
ね
ば
つ
い
た
手
に
指
を
絡か
ら

め
ら
れ
な
が
ら
、「
う
ん
」

と
頷
い
た
。

信
子
ち
ゃ
ん
の
熱
い
手
に
引
っ
張
ら
れ
な
が
ら
、
私
は
目
の
端は
し

で
窓
の
外
の
工
事
現
場
を
見
た
。

そ
こ
で
は
、
今
も
私
た
ち
の
街
が
造
ら
れ
続
け
て
い
た
。
ご
う
ん
、
ご
う
ん
、
と
、
空
き
地
が
潰つ
ぶ

れ
る

音
が
す
る
。
も
う
す
っ
か
り
慣
れ
て
し
ま
っ
た
そ
の
音
の
中
で
、
私
た
ち
は
暮
ら
し
て
い
た
。

放
課
後
に
な
る
と
私
は
家
に
ラ
ン
ド
セ
ル
を
置
き
、
代
わ
り
に
赤
い
習
字
用
の
鞄か

ば
ん

を
持
っ
て
三
丁
目
の

集
会
所
へ
向
か
っ
た
。

二
年
生
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
通
い
始
め
た
習
字
教
室
は
、
週
一
回
、
木
曜
日
の
夕
方
か
ら
行
わ
れ
て
い

る
。
習
字
は
三
丁
目
に
住
ん
で
い
る
先
生
が
教
え
て
く
れ
る
。
教
室
に
は
小
学
校
一
年
生
か
ら
中
学
二
年

生
の
お
姉
さ
ん
ま
で
、
十
五
人
く
ら
い
が
集
ま
る
。
男
の
子
が
五
人
と
、
女
の
子
が
十
人
く
ら
い
。
男
の

子
の
う
ち
二
人
は
、
先
生
の
息
子
さ
ん
だ
。
二
人
と
も
中
学
生
で
、
低
学
年
の
子
の
世
話
を
し
て
く
れ
て

い
る
。

早
足
で
歩
き
な
が
ら
街
を
見
回
す
。
白
、
灰
色
、
黄
緑
色
、
黄
土
色
、
と
私
は
学
校
で
使
う
絵
の
具
に

書
か
れ
た
色
の
名
前
を
思
い
出
し
な
が
ら
呟つ
ぶ
や

く
。
こ
の
街
の
ほ
と
ん
ど
は
、
⑥
こ
の
四
つ
の
色
で
塗ぬ

り
潰

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
街
の
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
は
白
な
ん
だ
よ
、
と
、
引
っ
越
し
て
き
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
父
が
教
え
て

く
れ
た
。
清
潔
で
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と
い
う
新
品
の
街
の
イ
メ
ー
ジ
に
ぴ
っ
た
り
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。
確

か
に
、
駅
も
、
駅
前
の
広
場
も
、
学
校
も
、
全
部
真
っ
白
だ
っ
た
。

街
の
奥お
く

に
あ
る
森
の
深
い
緑
や
凄す
ご

み
の
あ
る
黒
ず
ん
だ
土
な
ど
は
、
ど
ん
ど
ん
街
に
塗
り
潰
さ
れ
、
淡

い
四
色
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
。

集
会
所
に
着
く
と
、
私
は
先
に
来
て
い
た
三
年
生
の
子
と
一
緒
に
机
を
並
べ
始
め
た
。
二
つ
あ
る
正
座

用
の
低
い
机
と
、
パ
イ
プ
椅
子
を
使
っ
て
書
く
高
い
机
を
六
個
並
べ
終
え
る
。

前
に
置
い
た
低
い
机
は
低
学
年
の
子
た
ち
が
使
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
私
は
高
い
机
の
端
っ
こ

に
席
を
と
り
、
道
具
を
並
べ
て
席
に
着
い
た
。

人
数
が
集
ま
る
ま
で
は
、
墨す

み

を
す
っ
て
待
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
間
が
大
事
だ
と
先
生
は
言

う
。
私
は
硯す
ず
り

の
中
の
透と
う
め
い明
な
水
が
少
し
ず
つ
深
い
黒
に
染
ま
っ
て
い
く
の
を
見
つ
め
て
い
た
。

あ
る
程
度
人
が
集
ま
る
と
、
先
生
が
「
じ
ゃ
、
お
手
本
書
く
か
ら
集
ま
っ
て
ー
」
と
言
い
、
前
の
机
で

お
手
本
を
書
い
て
く
れ
る
。
生
徒
た
ち
は
そ
の
周
り
に
集
ま
っ
て
、
撥は

ね
は
こ
ん
な
感
じ
で
勢
い
よ
く
、

こ
こ
の
筆
の
流
れ
に
気
を
付
け
て
、
な
ど
と
い
う
先
生
の
説
明
を
聞
く
。

前
の
机
で
の
説
明
が
終
わ
る
と
、
生
徒
た
ち
は
席
に
戻
っ
て
字
を
書
き
始
め
る
。
先
生
は
一
人
一
人
の
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席
を
ま
わ
っ
て
、
そ
の
子
に
専
用
の
お
手
本
を
書
い
て
渡わ
た

し
て
く
れ
る
。
私
は
先
生
が
書
い
て
く
れ
た
お

手
本
を
見
な
が
ら
、
白
い
半
紙
を
文ぶ
ん
ち
ん鎮
で
押お

さ
え
た
。

「
遅お
く

れ
て
す
い
ま
せ
ー
ん
！
」

そ
の
と
き
、
呑の
ん
き気
に
間
延
び
し
た
挨あ
い
さ
つ拶
が
聞
こ
え
た
。「
し
ー
！
」
と
先
生
に
怒お
こ

ら
れ
て
い
る
。

ド
ア
を
見
る
と
、
同
じ
学
年
の
伊い

吹ぶ
き

陽よ
う

太た

く
ん
が
立
っ
て
い
た
。
同
じ
学
年
だ
け
れ
ど
、
ク
ラ
ス
が
一

緒
に
な
っ
た
こ
と
は
一
回
も
な
い
男
の
子
だ
。

伊
吹
く
ん
は
急
い
で
あ
い
て
い
る
パ
イ
プ
椅
子
に
腰
掛
け
、
道
具
を
並
べ
始
め
た
。
そ
の
ズ
ボ
ン
の
裾す

そ

が
泥
で
汚
れ
て
い
る
。

　

⑦
多
分
、
ど
こ
か
で
寄
り
道
を
し
て
サ
ッ
カ
ー
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
習
字
に
は
、
お
母
さ
ん
に
無

理
矢
理
通
わ
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

首
を
掻か

き
な
が
ら
窓
の
外
を
眺な
が

め
て
い
る
伊
吹
く
ん
を
見
て
肩
を
す
く
め
、
自
分
の
前
に
あ
る
ま
っ
さ

ら
な
半
紙
に
再
び
視
線
を
戻
し
た
。

「
じ
ゃ
あ
ね
ー
」

「
ま
た
、
来
週
ね
、
結
佳
ち
ゃ
ん
」

「
ば
い
ば
ー
い
」

先
生
た
ち
は
手
を
振ふ

っ
て
反
対
方
向
へ
歩
い
て
行
く
。
習
字
教
室
で
四
丁
目
に
住
ん
で
い
る
の
は
、
私

と
伊
吹
く
ん
だ
け
だ
。

伊
吹
く
ん
は
い
つ
も
、
手
を
振
り
終
え
る
と
す
ぐ
自
転
車
置
き
場
に
向
か
う
の
に
、
今
日
は
そ
の
ま
ま

四
丁
目
へ
向
か
う
道
を
歩
き
始
め
た
。

私
は
、
し
ん
と
し
た
道
に
響ひ
び

く
泥
だ
ら
け
の
ス
ニ
ー
カ
ー
の
足
音
を
聞
き
な
が
ら
、
小
さ
な
声
で
伊
吹

く
ん
の
黄
色
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
背
中
に
問
い
か
け
た
。

「
…
…
あ
の
、
伊
吹
く
ん
。
今
日
、
自
転
車
は
？
」

伊
吹
く
ん
は
勢
い
よ
く
振
り
向
き
、
こ
ち
ら
へ
親
し
げ
に
笑
い
か
け
て
き
た
。
真
ん
丸
い
目
が
細
く
な

り
、
ま
す
ま
す
幼
い
顔
に
な
る
。

「
あ
あ
、
自
転
車
？　

こ
な
い
だ
壊
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
ー
」

「
え
っ
」

「
ブ
レ
ー
キ
が
お
か
し
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
さ
ー
。
新
し
い
の
買
っ
て
も
ら
う
ま
で
、
歩
き
な
ん
だ
」

「
そ
う
な
ん
だ
…
…
」

私
は
消
え
入
り
そ
う
な
声
で
な
ん
と
か
返
事
を
し
た
。
い
つ
も
伊
吹
く
ん
は
さ
ー
っ
と
自
転
車
で
帰
っ

て
し
ま
う
の
で
、
同
じ
方
向
で
も
一
緒
に
帰
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
学
校
で
も
習
字
で
も
男
の
子
と
話
し
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た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
私
は
、
仕
方
な
く
伊
吹
く
ん
と
同
じ
方
向
へ
歩
き
出
し
た
。

伊
吹
く
ん
は
信
子
ち
ゃ
ん
と
同
じ
、
小
学
校
に
入
学
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
引
っ
越
し
て
き
た
男
の
子

だ
。
そ
こ
で
越
し
て
き
た
子
が
一
番
多
く
て
、
私
み
た
い
に
幼
稚
園
か
ら
こ
の
街
に
住
ん
で
い
る
子
の
ほ

う
が
少
な
い
。

二
年
生
に
な
っ
て
も
三
年
生
に
な
っ
て
も
転
校
生
は
学
年
で
何
十
人
も
入
っ
て
き
て
、
ク
ラ
ス
の
三
分

の
一
は
転
校
生
だ
。
新
学
期
が
始
ま
る
と
知
ら
な
い
顔
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
同
じ
学
年
で
も
よ
く
把は

握あ
く

で
き
て
い
な
い
。

で
も
、
伊
吹
く
ん
の
名
前
は
よ
く
聞
い
て
い
た
。
背
は
学
年
で
も
三
番
目
く
ら
い
に
小
さ
い
け
れ
ど
、

足
が
速
く
て
、
こ
の
前
の
運
動
会
で
も
最
後
の
リ
レ
ー
を
走
っ
て
い
た
。
背
が
低
く
て
子
供
っ
ぽ
く
て
、

誰
に
で
も
親
し
げ
に
話
し
か
け
る
け
れ
ど
、
い
つ
も
離
れ
た
席
で
静
か
に
習
字
を
し
て
い
る
私
と
は
ほ
と

ん
ど
会
話
を
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

私
た
ち
は
緑
道
を
歩
き
始
め
た
。
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
は
緑
道
が
た
く
さ
ん
通
っ
て
い
て
、
バ
イ
ク
も
車

も
な
く
て
安
全
な
の
で
、
子
供
た
ち
は
大
体
こ
の
道
を
使
う
。
両
脇わ
き

に
は
植
え
ら
れ
た
ば
か
り
の
緑
が
整

列
し
て
い
る
。
ま
だ
添そ

え
木
が
さ
れ
て
い
る
木
々
は
ま
る
で
作
り
物
み
た
い
に
綺き

麗れ
い

で
、
綺
麗
過
ぎ
て
、

緑
の
匂に
お

い
が
ど
こ
か
ら
も
漂た
だ
よ

っ
て
こ
な
い
。
ま
だ
若
い
葉
っ
ぱ
た
ち
が
微
か
に
こ
す
れ
る
音
だ
け
が
、
か

ろ
う
じ
て
聞
こ
え
て
い
た
。

夜
の
住
宅
地
は
静
ま
り
返
っ
て
い
て
、
時
々
、
ど
こ
か
で
飼
っ
て
い
る
犬
の
鳴
く
声
が
聞
こ
え
る
。
運

動
会
の
こ
ろ
は
ま
だ
夜
も
暖
か
か
っ
た
の
に
、
今
は
上
着
を
着
な
い
と
寒
い
。
私
は
少
し
気
が
早
い
マ
フ

ラ
ー
に
顔
を
埋う

ず

め
る
よ
う
に
し
て
歩
い
て
い
た
。
真
っ
白
い
レ
ン
ガ
で
で
き
た
道
を
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
歩

い
た
と
こ
ろ
で
、
会
話
が
な
い
の
を
気
ま
ず
く
思
っ
た
私
は
ぼ
そ
ぼ
そ
と
し
た
声
で
聞
い
て
み
た
。

「
…
…
伊
吹
く
ん
、
今
日
、
サ
ッ
カ
ー
し
て
か
ら
来
た
ん
だ
ね
。
だ
か
ら
遅ち

刻こ
く

し
た
の
？
」

伊
吹
く
ん
は
再
び
く
る
り
と
こ
ち
ら
を
振
り
向
い
た
。

「
あ
、
ば
れ
た
？　

今
日
、
帰
ろ
う
と
し
て
た
ら
誘さ
そ

わ
れ
て
さ
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
ち
ょ
っ
と
遊
ん
で
た

ら
、
遅
刻
し
ち
ゃ
っ
た
。
先
生
に
は
内
緒
な
」

「
う
ん
」

「
で
も
、
な
ん
で
わ
か
っ
た
の
？
」

「
え
、
わ
か
る
よ
。
だ
っ
て
、
靴く

つ

も
ズ
ボ
ン
の
裾
も
泥
だ
ら
け
だ
も
ん
」

指
を
指
す
と
、
伊
吹
く
ん
は
急
い
で
ジ
ー
ン
ズ
の
裾
を
見
て
、
目
を
丸
く
し
た
。

「
ほ
ん
と
だ
ー
。
す
ご
い
な
、
谷た
に
ざ
わ沢
、
探た
ん
て
い偵
み
た
い
」

私
は
男
の
子
に
し
て
は
愛
想
が
良
く
話
し
や
す
い
伊
吹
く
ん
に
少
し
ほ
っ
と
し
て
、
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

離
れ
て
い
た
距き

ょ

離り

を
縮
め
て
横
に
並
ん
だ
。
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伊
吹
く
ん
は
棒
み
た
い
に
手
足
が
細
く
て
、
そ
れ
を
振
り
回
し
な
が
ら
歩
い
て
い
る
。
私
よ
り
背
が
低

く
て
、
ち
ょ
う
ど
私
の
目
の
位
置
が
伊
吹
く
ん
の
つ
る
つ
る
の
お
で
こ
と
同
じ
高
さ
だ
。

「
習
字
よ
り
サ
ッ
カ
ー
が
好
き
な
ん
だ
ね
」

「
う
ん
！　

だ
け
ど
、
母
ち
ゃ
ん
が
、
サ
ッ
カ
ー
や
り
た
い
な
ら
、
習
字
と
塾
に
も
通
え
っ
て
言
う
ん

だ
ー
」

語
尾
を
伸
ば
し
て
喋し
ゃ
べ

る
声
は
甲
高
く
て
、
女
の
子
み
た
い
だ
っ
た
。
ど
の
ク
ラ
ス
で
も
一
番
前
に
な
る

よ
う
な
身
長
で
こ
ち
ら
を
見
上
げ
る
愛
想
の
い
い
顔
を
見
て
い
る
と
、
小
学
二
年
生
の
従い
と
こ妹
の
女
の
子
を

思
い
出
す
。
自
分
が
お
姉
さ
ん
の
よ
う
に
感
じ
て
、
う
ん
う
ん
と
頷
い
て
見
せ
た
。

「
そ
っ
か
あ
。
大
変
だ
ね
」

「
ほ
ん
と
は
、
毎
日
サ
ッ
カ
ー
し
て
た
い
な
あ
」

「
伊
吹
く
ん
っ
て
、
学
校
好
き
？
」

「
う
ん
！
」

迷
い
も
な
く
答
え
る
伊
吹
く
ん
を
見
て
、
こ
の
子
な
ら
そ
う
だ
ろ
う
な
あ
、
と
、
羨う
ら
や

ま
し
い
半
面
、
子

供
だ
な
と
思
い
な
が
ら
「
ふ
う
ん
。
い
い
ね
」
と
言
っ
た
。

「
谷
沢
は
、
学
校
好
き
じ
ゃ
な
い
の
？
」

伊
吹
く
ん
は
不
思
議
そ
う
に
私
の
顔
を
覗
き
込
ん
だ
。

「
う
ー
ん
…
…
あ
ん
ま
り
好
き
じ
ゃ
な
い
、
か
も
」

「
な
ん
で
？
」

「
…
…
だ
っ
て
、
な
ん
か
、
好
き
じ
ゃ
な
い
ほ
う
が
…
…
い
い
よ
う
な
気
が
す
る
し
…
…
」

　

⑧
私
は
理
由
が
う
ま
く
言
え
な
く
て
、
も
ご
も
ご
と
呟
い
た
。

「
へ
？
」

伊
吹
く
ん
は
本
当
に
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
顔
で
、
私
を
見
つ
め
た
。

ま
っ
す
ぐ
に
こ
ち
ら
を
見
す
え
る
真
ん
丸
い
黒
目
か
ら
目
を
逸そ

ら
す
。
こ
ん
な
子
供
っ
ぽ
い
子
に
、
女

の
子
同
士
の
微
妙
な
難
し
さ
が
わ
か
る
は
ず
も
な
い
。
お
友
達
は
好
き
だ
け
れ
ど
、
学
校
は
疲
れ
る
。

そ
れ
に
、
学
校
が
好
き
じ
ゃ
な
い
子
の
ほ
う
が
、
呑
気
に
学
校
生
活
を
送
っ
て
い
る
子
よ
り
、
少
し
特

別
な
感
じ
が
す
る
。

教
室
の
隅
っ
こ
で
漠ば

く
ぜ
ん然
と
考
え
て
い
た
こ
と
だ
け
れ
ど
、
口
に
し
よ
う
と
す
る
と
あ
ま
り
に
子
供
っ
ぽ

く
て
言
葉
に
で
き
な
か
っ
た
。

「
何
？　

声
が
小
さ
く
て
、
聞
こ
え
な
い
よ
」

伊
吹
く
ん
は
首
を
か
し
げ
て
い
る
。

「
い
い
の
！　

と
に
か
く
、
嫌
い
な
の
。
お
友
達
は
好
き
だ
け
ど
、
学
校
は
嫌
い
」
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伊
吹
く
ん
は
冗じ
ょ
う

談だ
ん

か
と
思
っ
た
の
か
、「
へ
ん
な
の
！
」
と
笑
い
声
を
あ
げ
た
。
そ
の
呑
気
な
声
に

苛い
ら

立だ

っ
て
、
⑨
早
足
で
歩
き
出
す
。

す
ぐ
に
追
い
つ
い
て
き
た
伊
吹
く
ん
が
、
習
字
の
黒
い
鞄
を
振
り
回
し
な
が
ら
言
っ
た
。

「
お
れ
は
、
学
校
す
っ
ご
く
楽
し
い
け
ど
な
ー
」

「
伊
吹
く
ん
は
そ
う
だ
ろ
う
ね
」

「
あ
、
な
ん
か
変
な
か
ん
じ
。
皆
、
伊
吹
っ
て
呼
ぶ
し
、
谷
沢
も
そ
う
呼
び
な
よ
」

「
え
？
」

「
な
ん
か
名
前
み
た
い
な
名
字
だ
か
ら
、
く
ん
付
け
さ
れ
る
と
、
か
ゆ
い
ん
だ
ー
お
れ
」

「
…
…
う
、
う
ん
」

頷
い
て
は
み
た
も
の
の
、
男
の
子
の
名
字
を
呼
び
捨
て
に
し
た
こ
と
な
ど
な
い
か
ら
少
し
戸と

惑ま
ど

っ
た
。

 

（
村
田
沙
耶
香
『
し
ろ
い
ろ
の
街
の
、
そ
の
骨
の
体
温
の
』
朝
日
文
庫
に
よ
る
）

問
一　

傍
線
部
Ａ
～
Ｃ
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
後
の
各
群
の
ア
～

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

Ａ　

唇
を
尖
ら
せ
た

　

ア　

希
望
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
い
ら
立
つ
思
い
の

　

イ　

自
分
の
関
心
と
は
違
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
怒
り
の
思
い
の

　

ウ　

ま
っ
た
く
見
当
違
い
な
こ
と
に
場
が
し
ら
け
て
拗す

ね
る
気
分
の

　

エ　

ひ
と
り
よ
が
り
の
勝
手
な
想
像
を
す
る
姿
を
非
難
す
る
気
持
ち
の

Ｂ　

身
を
乗
り
出
さ
れ

　

ア　

全
身
を
覆お
お

い
か
ぶ
せ
ら
れ
て

　

イ　

次
々
に
質
問
を
さ
れ
て

　

ウ　

体
を
前
の
方
に
出
さ
れ
て

　

エ　

強
い
興
味
を
持
た
れ
て

Ｃ　

八
方
美
人

　

ア　

ど
こ
に
も
欠
点
が
な
い
様
子
な
こ
と

　

イ　

き
ち
ん
と
し
す
ぎ
で
近
寄
り
が
た
い
こ
と

　

ウ　

気
が
利
い
て
い
て
対
応
が
う
ま
い
こ
と

　

エ　

誰
に
で
も
愛
想
よ
く
ふ
る
ま
う
こ
と
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問
二　

傍
線
部
①
で
は
「
遠
く
か
ら
、
こ
の
町
が
、
ゆ
っ
く
り
と
膨
れ
て
い
く
音
が
聞
こ
え
る
」
と
あ
り
、

傍
線
部
②
で
は
「
こ
の
窓
か
ら
見
え
る
光
景
は
急
速
に
変
化
し
続
け
て
い
て
、
止
ま
る
気
配
は
な
か
っ

た
」
と
あ
り
、
一
見
す
る
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
、
次
の
三
人
が

話
し
合
い
ま
し
た
。
空
欄
に
入
る
発
言
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
後
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

生
徒
１ 　

 

傍
線
部
①
は
、「
私
」
の
感
じ
た
こ
と
を
書
い
た
と
も
思
え
る
け
れ
ど
も
、
小
説
の
冒ぼ
う
と
う頭
な

の
で
作
者
の
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

生
徒
２　

 

な
る
ほ
ど
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
ね
。
読
者
の
意
識
を
「
こ
の
街
」
に
引
き
付
け
る
た
め
に
、

「
膨
れ
て
い
く
」
と
い
う
表
現
で
漠
然
と
だ
け
れ
ど
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
ね
。

生
徒
３　
　　
　
　
　
　
　
　
　

生
徒
１　

 

そ
の
意
見
だ
と
、
う
ま
く
こ
の
矛
盾
を
説
明
で
き
る
ね
。「
遠
く
」
と
「
近
く
」
と
い
う
区

別
で
、
見
え
る
光
景
の
違
い
を
表
現
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。

生
徒
３　

そ
の
通
り
。

生
徒
２　

な
る
ほ
ど
、「
ゆ
っ
く
り
」
と
「
急
速
に
」
も
、
そ
れ
な
ら
矛
盾
し
て
い
な
い
ね
。

ア　

傍
線
部
①
は
街
全
体
を
と
ら
え
た
も
の
で
、
傍
線
部
②
は
教
室
の
中
に
い
る
「
私
」
が
身
近
に
感

じ
た
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
だ
と
思
う
。
身
近
な
も
の
の
変
化
は
毎
日
分
か
る
の
で
「
急
速
に
」
と

感
じ
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
。

イ　

傍
線
部
①
は
人
口
の
増
加
に
よ
っ
て
街
の
大
き
さ
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の

で
、
傍
線
部
②
は
単
純
に
目
の
前
の
工
事
現
場
の
変
化
を
言
っ
た
だ
け
な
の
で
、
二
つ
の
こ
と
を
つ

な
げ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。

ウ　
「
私
」
は
小
学
校
四
年
生
な
の
で
、
街
の
全
体
の
様
子
を
的
確
に
つ
か
ま
え
る
手
段
は
な
い
か
ら

傍
線
部
①
の
よ
う
に
言
っ
た
だ
け
で
、
教
室
か
ら
見
え
る
景
色
の
変
化
は
は
っ
き
り
と
と
ら
え
ら
れ

た
の
で
、
そ
の
違
い
を
分
か
り
や
す
く
し
た
の
だ
と
思
う
。

エ　

傍
線
部
①
も
②
も
「
音
」
か
ら
情
報
を
得
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
は
ど
う
か
な
。
遠
く
の
音
は

何
の
音
か
は
分
か
り
に
く
い
か
ら
漠
然
と
描え

が

か
れ
て
い
る
の
だ
し
、
近
く
の
音
は
工
事
の
音
と
明
確

に
分
か
る
か
ら
、
そ
れ
で
判
断
し
た
ん
だ
と
思
う
。
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問
三　

傍
線
部
③
「
私
は
苦
笑
い
を
し
て
、『
う
ん
、
ち
ょ
っ
と
感
じ
悪
い
よ
ね
』
と
頷
い
た
」
と
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
時
の
「
私
」
の
心
情
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
。
八
十
～
百
字
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
④
「
そ
う
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
異
な
る
用
法
の
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

母
の
知
り
合
い
に
は
芸
能
人
が
い
そ
う
だ
。

イ　

今
で
も
転
校
し
た
友
達
の
こ
と
を
思
い
出
す
そ
う
だ
。

ウ　

兄
と
同
じ
学
校
に
進
学
し
そ
う
だ
。

エ　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
今
年
は
開
か
れ
そ
う
だ
。

問
五　

傍
線
部
⑤
「
若
葉
ち
ゃ
ん
、
信
子
ち
ゃ
ん
が
お
誕
生
日
に
あ
げ
た
筆
箱
、
大
事
に
使
っ
て
い
る
ね
。

す
ご
く
お
気
に
入
り
だ
っ
て
言
っ
て
た
よ
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
私
」
が
そ
の
よ
う
に
言
っ
た
理
由
に

つ
い
て
、
次
の
三
人
が
話
し
合
い
ま
し
た
。
空
欄
ア
に
入
る
一
語
を
自
分
で
考
え
て
書
き
、
空
欄
イ
は

本
文
中
よ
り
四
十
五
字
以
内
の
部
分
を
さ
が
し
、
そ
の
初
め
の
七
字
を
書
き
な
さ
い
。

生
徒
１　

こ
の
言
葉
は
本
当
で
は
な
い
よ
ね
。
つ
ま
り
　　
　

ア　
　
　

。

生
徒
２　

ど
う
し
て
そ
ん
な
　　
　

ア　
　
　

を
言
っ
た
の
か
な
。

生
徒
１　
「
若
葉
ち
ゃ
ん
」
を
取
ら
れ
て
残
念
が
る
「
信
子
ち
ゃ
ん
」
へ
の
配
慮
だ
と
思
う
。

生
徒
３　

 

そ
う
だ
ね
。
で
も
、
そ
の
配
慮
は
「
信
子
ち
ゃ
ん
」
へ
の
完
全
な
同
情
か
ら
と
い
う
よ
り
、

そ
の
場
の
雰ふ

ん

囲い

気き

を
悪
く
し
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
だ
と
思
う
。

生
徒
１　

そ
う
だ
ね
。
な
ぜ
な
ら
、「
私
」
は
、
　　
　

イ　
　
　

を
知
っ
て
い
る
か
ら
ね
。

問
六　

傍
線
部
⑥
「
こ
の
四
つ
の
色
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
「
灰
色
」
は
何
を
表
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
か
。「
こ
の
街
」
の
様
子
を
想
像
し
自
分
で
考
え
て
書
き
な
さ
い
。

問
七　

傍
線
部
⑦「
多
分
、ど
こ
か
で
寄
り
道
を
し
て
サ
ッ
カ
ー
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
」と
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
「
私
」
の
こ
と
を
「
伊
吹
く
ん
」
は
何
に
た
と
え
て
言
っ
て
い
ま
す
か
。
本
文

中
か
ら
二
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。
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問
八　
「
私
」
の
「
伊
吹
く
ん
」
に
対
す
る
気
持
ち
の
変
化
を
表
し
た
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

同
じ
地
区
に
住
ん
で
い
る
「
伊
吹
く
ん
」
は
同
学
年
だ
が
こ
れ
ま
で
親
し
く
接
し
て
来
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
緊
張
は
緩
み
な
ご
ん
で
い
き
、
多
少
子
供
っ
ぽ
い
と
こ
ろ
も
あ

る
が
愛
想
の
良
さ
に
安
心
し
、「
私
」
は
少
し
ず
つ
親
し
く
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
と
思
い
始
め

て
い
る
。

イ

そ
れ
ま
で
接
点
の
な
か
っ
た
「
伊
吹
く
ん
」
に
「
私
」
は
緊
張
し
て
い
た
。
習
字
教
室
の
帰
り
道

に
二
人
で
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
打
ち
と
け
て
き
た
が
、
気
持
ち
を
素
直
に
出
す
と
こ
ろ

に
幼
さ
が
見
え
て
く
る
に
し
た
が
い
、
ど
う
接
し
て
よ
い
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
困
っ
て
い
る
。

ウ

転
校
生
の
多
い
こ
の
学
校
で
「
私
」
は
な
か
な
か
打
ち
と
け
な
い
性
格
だ
が
、「
伊
吹
く
ん
」
は

幼
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
社
交
的
で
話
し
や
す
く
、
習
字
教
室
の
帰
り
道
で
一
気
に
親
し
く
な
っ
た
。

し
か
し
、女
の
子
の
複
雑
な
心
理
が
分
か
ら
な
い
「
伊
吹
く
ん
」
に
は
戸
惑
い
も
感
じ
始
め
て
い
る
。

エ

時
間
を
守
ら
ず
ズ
ボ
ン
の
汚
れ
も
気
に
し
な
い
「
伊
吹
く
ん
」
は
子
供
っ
ぽ
い
と
思
っ
て
い
た
が
、

話
を
し
て
い
る
と
や
は
り
思
っ
た
通
り
で
あ
る
と
感
じ
た
「
私
」
は
、
緊
張
し
な
が
ら
少
し
ず
つ
心

を
開
い
て
い
こ
う
と
考
え
始
め
、
学
校
の
話
題
を
出
し
な
が
ら
距
離
を
縮
め
て
い
こ
う
と
し
始
め
て

い
る
。

問
九　

傍
線
部
⑧
「
私
は
理
由
が
う
ま
く
言
え
な
く
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、
理
由
が
う
ま
く
言
え
な
い
の

は
な
ぜ
で
す
か
。
六
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
十　

傍
線
部
⑨
「
早
足
で
歩
き
出
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
誰
の
行こ
う

為い

で
す
か
。
そ
の
姓
名
を
漢

字
で
書
き
な
さ
い
。

（
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 16 ページです。
　　問題は 4～ 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． 割り切れないときは特に指示がない限り分数
で答えること。

　　　　　　　2021 年度

特別給費生入試

算　数
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１

次の問いに答えなさい。

⑴　1から 200 までの 17 の倍数の和をＡ，13 の倍数の和をＢとするとき，ＡとＢで

はどちらがどれだけ大きいですか。

⑵　3の倍数の積 3× 6× 9×…× 99 を計算すると下何けたが 0になりますか。

⑶　a× a＝ a2，a× a× a＝ a3 のように表します。

あ　偶数を 2，22，23，…の和で表そうと思います。

　　例えば 10 ＝ 2 ＋ 23，24 ＝ 23 ＋ 24 のようになります。2020 を表しなさい。

い　次の 　　　　　 に当てはまる整数の組を 1つ答えなさい。

　　2020 ＝ 232 ＋ 292 ＋ 　　　　　 2 ＋ 　　　　　 2

⑷　図 1の 7種類のタイルのうち 5種類を使い，重ならないように配置して図 2の 

4 × 9 の長方形をはみ出さないようにおおうことを考えます。同じタイルはいくつ

使っても，向きを変えてもかまいませんが，裏返して使うことはできません。長方

形の埋
う

め方を 1つ示しなさい。

　図 1

　図 2
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2

2 以上の整数 nに対し

＜ n＞＝（ nを素因数分解したときに現れる異なるすべての素数を 1回ずつかけた積）

とします。また，＜ 1＞＝ 1とします。

例えば　＜ 3＞＝ 3，＜ 6＞＝ 2× 3＝ 6，＜ 12 ＞＝ 2× 3＝ 6となります。

次の問いに答えなさい。

⑴　あ ＜ 216 ＞，い ＜ 8 ＞＋＜ 25 ＞，う ＜ 15 ＞×＜ 18 ＞ を計算しなさい。

⑵　＜ 4× n＞＝＜ n＞を満たす nを小さい順に 3つ答えなさい。

⑶　え　＜ a× b＞ と ＜ a＞×＜ b＞ が等しくなるのはどのようなときですか。

　お　 ＜ a× b＞ が ＜ a＞×＜ b＞ より小さくなるのはどのようなときですか。

理由とともに答えなさい。



― 8 ―

3

＋，－，×，÷の混ざった計算では＋，－よりも×，÷の方が優先されるため，計算

の順序を変えるためには（　）を使う必要があります。

　例）　（3＋ 4）×（6－ 2）＝ 7× 4＝ 28

このような計算を（　）を用いずに表す方法として，逆ポーランド記法という表し方

が知られています。

例えば上の例の式を逆ポーランド記法では，数と記号を並べた

　3，4，＋，6，2，－，×

という列で表します。（「，」は区切りを表すためにつけたもので，計算には使いません）

これを計算するときの手順は次の通りです。

まず準備として，いくつかの積み木を用意する。

手順①：列の 1文字目は「3」なので，積み木に「3」と書き込んで床
ゆか

に置く。

手順②： 列の 2文字目は「4」なので，積み木に「4」と書き込んで，「3」の積み木の上

に重ねる。

手順③： 列の 3文字目は「＋」なので，積んである積み木のうち上から 2個を取り出し，

「上から 2番目の積み木に書かれた数」＋「上から 1番目の積み木に書かれた

数」を計算する。

　　　　　　「3」＋「4」＝「7」

　　　　計算結果の「7」を書き込んだ積み木を床に置く。（「3」「4」の積み木は捨てる）

手順④： 列の 4文字目は「6」なので，積み木に「6」と書き込んで「7」の積み木の上

に重ねる。

手順⑤： 列の 5文字目は「2」なので，積み木に「2」と書き込んで，「6」の積み木の上

に重ねる。

手順⑥： 列の 6文字目は「－」なので，積んである積み木のうち上から 2個を取り出し，

「上から 2番目の積み木に書かれた数」－「上から 1番目の積み木に書かれた

数」を計算する。

　　　　　「6」－「2」＝「4」

　　　 計算結果の「4」を書き込んだ積み木を，床に置いてある積み木の上に置く。

（「6」「2」の積み木は捨てる）
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手順⑦： 列の 7文字目は「×」なので，積んである積み木のうち上から 2個を取り出し，

「上から 2番目の積み木に書かれた数」×「上から 1番目の積み木に書かれた

数」を計算する。

　　　　　　「7」×「4」＝「28」

　　　　計算結果の「28」を書き込んだ積み木を床に置く。（「7」「4」の積み木は捨てる）

手順⑧：これで列の最後まで進んだので，計算を終了する。

　　　　床に残った積み木に書かれた数「28」が計算結果となる。

以下の問いに答えなさい。

⑴　逆ポーランド記法で 5，6，＋，7，×と表される式の計算結果はいくつですか。

⑵　通常の表し方で（11 － 5）× 2－ 3と表される式を，逆ポーランド記法で表すと

　　　　　ア　　 ，　　イ　　 ，－，2，　　ウ　　 ，　　エ　　 ，　　オ　　

　となります。ア～オに入る数または記号を答えなさい。

（問題は次のページにつづく。）

図：①～⑦のぞれぞれが終了したとき，床に置かれた積み木の状態

3 3 7 7
4 6

①の終了時 ②の終了時 ③の終了時 ④の終了時

7 7
4

28
6
2

⑤の終了時 ⑥の終了時 ⑦の終了時

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒
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⑶　「2」を 6個，「×」を 2個，「＋」を 3個使って逆ポーランド記法で表される式の

うち，最も計算結果が小さくなる式の計算結果は 　　カ　　 です。

　　また，最も計算結果が大きくなる式は

　　　 2，2 ，　　キ　　 ，　　　　　 ，　　　　　 ，　　　　　 ，　　ク　　 ，　　　　　 ，　　　　　 ，

　　　　　 ，　　　　　

　および

　　　 2，2 ，　　キ　　 ，　　　　　 ，　　　　　 ，　　　　　 ，　　　　　 ，　　　　　 ，　　　　　 ，

　　ク　　 ，　　　　　

　 で，その計算結果は 　　ケ　　 です。このとき同じ結果になる式が 2つあるのは， 

計算についての決まり（コ）があるからです。

　ⅰ 　カ～ケに入る数または記号を答えなさい。ただし，2カ所の 　　キ　　 ，2 カ所

の 　　ク　　 にはそれぞれ同じものが入ります。

　ⅱ 　下線部（コ）と同じ計算の「決まり」を使っている記述として，もっとも適切

なものを次のあ～えの中から選び，記号で答えなさい。

　　あ　2× 3と 3× 2は等しい

　　い　2＋ 2＋ 2と 2× 3は等しい

　　う　（2× 3）× 4と 2×（3× 4） は等しい

　　え　3×（4＋ 6） と 3 × 4 ＋ 3 × 6 は等しい
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4

1 cm 目盛りの工作用紙を，1辺が 6 cmの正方形の形に

切り出して，図 1のように 3点Ｏ，Ａ，Ｂをとります。さ

らにこの正方形の周上に 2点Ｐ，ＱをとりＯからＰまで

と，ＯからＱまでをまっすぐカッターで切ります。

⑴　点Ｐ，Ｑが図 1の場合，切りはなされた 2つの部分

のうち小さい方の面積を求めなさい。

以下の問い ⑵，⑶，⑷ では分けられた 2つの部分のうち，小さい方の面積が常に

10 cm2 となるように切りはなすこととします。Ｐ，Ｑの位置は線の交差している場所

でなくてもかまいません。

⑵，⑶ の答え方は，点Ａから右または上に何 cm，点Ｂから下または左に何 cmと

します。例えば，図 1の点Ｑは「点Aから上に 3 cm」，図 3の点Ｐは「点Ｂから左に

5 cm」となります。点Ａや点Ｂに一
いっ

致
ち

するときは「点Ａから×に 0 cm」のように答え

なさい。また，解答らんをすべて使うとは限りません。

⑵　点Ｐが図 2の位置にあるとき，点Ｑの位置として考えられる点をすべて答えなさ

い。

⑶　点Ｐが図 3の位置にあるとき，点Ｑの位置として考えられる点をすべて答えなさ

い。

　図 2　　　　　　　　　　　　　　　　　図 3

Ａ

Ｑ

Ｐ

Ｂ

Ｏ

図 1

Ａ Ｐ

Ｂ

Ｏ

Ａ

Ｐ Ｂ

Ｏ
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（問題は以上です。）

⑷　点Ｐから点Ｑに正方形の周上を反時計回りにたどった方が時計回りにたどるより

も距
きょ

離
り

が短いように点Ｐ，Ｑを決めます。また，点Ｐ，Ｑは異なる辺に含まれるも

のとします。

　 　点Ｐを含む辺と点Ｑを含
ふく

む辺が隣
とな

り合わないのは，点Ｐがどこにあるときです

か。あり得る場所の範
はん

囲
い

を解答らんの図に太線で表しなさい。なお，正方形の頂点

については考えなくてもかまいません。

Ａ

Ｂ

Ｏ
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　　　　　　　2021 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 20 ページです。
　  問題は 4～ 19 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　プラスチックについてのさまざまな問題について，次の各問いに答えなさい。

プラスチックは，軽量で透
とう

明
めい

性があり，密
みっ

封
ぷう

性が高い素材で，製造コストも安いこと

から，多くの製品に使われています。

代表的なプラスチック製品として，まずペットボトルについて考えましょう。ペット

ボトルのペット（PET）とは，ポリエチレンテレフタラート（ポリエチレンテレフタ

レート）の略で，プラスチックの種類の一つです。日本では，PET素材の製品には必

ず識別表示マークをつけることが義務づけられています。

問１　図１は，あるペットボトル飲料のラベルです。マークが 2つついており，この

マークからボトル（本体）は PET素材，キャップとラベルは PET以外の素材から

できていることがわかります。ただし，出題の都合上，画像を加工しています。

それぞれ図形で囲まれた内部には字（文字または数字）が入ります。マークを完成さ

せなさい。デザインにこだわる必要はありません。

問 2　食品トレーなどにも別のプラスチックが使われて

います。ある食品トレーに，図 2に示すような材質表示

マークが付けられていました。この食品トレーの素材は

何ですか。次のア～エから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　ポリエステル　　　イ　ポリ塩化ビニル

ウ　ポリスチレン　　　エ　ポリプロピレン

図 1　ラベルのマーク

図 2　食品トレーのマーク
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問 3　ペットボトルのキャップは，一
いっ

般
ぱん

にポリプロピレンというプラスチックででき

ています。開
かい

封
ふう

前は 1つに見えるキャップも，開封することによってキャップ部分と

リング部分に分かれます。

ペットボトル本体とキャップの素材が異なっているのに，リサイクルに問題はないの

でしょうか。

⑴　通常，ペットボトルのリサイクルにおいては，ラベルとキャップは外して集めま

すが，リングは残っています。これはリサイクル工場において簡単に分けることが

できるからです。どのようにしてペットボトルとリングを分けているでしょうか。

方法を考えなさい。なお，リサイクル工場ではまずプラスチックを細かくくだきま

す。

⑵　「ペットボトルキャップを集めてワクチンを送ろう」という運動があります。「エ

コキャップ運動」ともいいます。これは，キャップもリサイクルにより再生プラス

チック原料となるため，売
ばい

却
きゃく

して得たお金でワクチンを購
こう

入
にゅう

しているからです。

キャップ何個でワクチンが購入できるか計算してみましょう。あるペットボトル

のキャップの重さを測ったところ，2.66 g でした。ペットボトルキャップとしての

ポリプロピレンは，1 kg あたり 15 円で売却されており，ワクチンは 1人分 20 円

とします。同じキャップを何個以上集めると 1人分のワクチンが購入できるでしょ

うか。整数で答えなさい。税金や送料などは考えません。

図 3　ペットボトルキャップの開封
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飲料はいろいろな容器に入れて売られていますが，最も多く見かけるのはペットボト

ル入りでしょう。持ち運びがしやすいことが最も大きな理由ですが，一方で，持ち運び

をさせにくくするために，あえてペットボトルに入れない飲料もあります。

問 4　ペットボトルを水
すい

筒
とう

代わりにして飲んでいる人もいるでしょう。ところが，未

開封のペットボトルを開封後，口を付けて飲んだものを一部残し，常温あるいは炎
えん

天
てん

下
か

に置いておくと大変なことになります。

ここに，Ａミネラルウォーター，Ｂオレンジジュース，Ｃスポーツドリンク，Ｄ緑

茶，Ｅ麦茶が入ったペットボトルがあります。口を付けて一部を飲み，飲み残しを炎

天下に 8時間置いておいた後，細
さい

菌
きん

の増
ぞう

殖
しょく

の程度を調べます。

⑴　結果とその理由は，次のア～オのうちどれになるでしょうか。Ｂ，Ｃ，Ｅについ

てそれぞれ 1つ選び，記号で答えなさい。同じものを何回選んでもかまいません。

ア　細菌のえさになる栄養が豊富であるから，細菌が増殖する。

イ�　液性がアルカリ性であり，細菌が生息しやすい環
かん

境
きょう

のため，増殖しやすい。

ウ　液性が酸性であり，細菌が生息しにくい環境のため，増殖しにくい。

エ�　ふくまれている成分に抗
こう

菌
きん

作用があり，細菌の増殖をある程度抑
おさ

えてくれる。

オ�　細菌のえさになるものがほとんどふくまれていないため，細菌はあまり増殖し

ていない。

⑵　Ａ～Ｅの中に，答えがエになるもの，つまり抗菌成分をふくむものがあります。

その抗菌成分を何といいますか。次のア～エから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　イソフラボン　　　　　イ　ソラニン

ウ　テトロドトキシン　　　エ　ポリフェノール

⑶　緑茶，麦茶，紅茶，ウーロン茶の中で，種類がちがうものを 1つ答えなさい。 

また，他の 3つの共通点を答えなさい。
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牛乳やビールは，ペットボトル入りで売られているのをあまり見かけないでしょう。

牛乳は，細菌のえさになる栄養が豊富で細菌が増殖しやすいため，一度で飲みきれな

い量の場合は，あえて持ち運びがしにくい紙パックなどで売ることになっています。

ビールは，ペットボトルの性質の問題です。かんやびんにはない弱点があるため，

ビールをペットボトル入りで売ると賞味期限が短くなってしまうのです。

ペットボトルは無色透明です。これは，PET素材には色がつけられないからではあ

りません。色をつけることはできるので，昔は着色されたペットボトルもありましたが，

リサイクルの際に不純物となって，再生資源としての価値が下がるため，着色しない取

り決めになったのです。色をつけたいときは代わりにラベルに色をつけています。必要

があれば，光を通さないラベルを用意することは簡単です。

問 5　文章中の下線部について，ペットボトルがもつ，かんやびんにない弱点とは何

でしょうか。次の文の空らん 　　１　　 ・ 　　 2 　　 にあてはまる言葉を答えなさい。

ペットボトルはわずかながら 　　１　　 を通すため，飲料が 　　 2 　　 しやすい。その

ため， 　　 2 　　 防止剤
ざい

が添
てん

加
か

されていたり， 　　１　　 を通しにくい加工がされている。

問 6　みなさんの学校給食の牛乳は，紙パックでしょうか，それともびん入りでしょ

うか。それぞれに利点と欠点があります。

表１　紙パック入り牛乳とびん入り牛乳の利点と欠点

利点 欠点

紙パック 　　　Ａ　　　 1 回で捨てるためごみが増える。

びん 洗
せん

浄
じょう

することで再利用が可能。
割れてしまうことがある。
重いので，　　　Ｂ　　　 。

表中の空らん 　　　Ｂ　　　 に入る，紙パックと比べたときのびんの欠点を考え，書

きなさい。　　　Ａ　　　 については答える必要はありません。
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2015 年 9 月の国連サミットで採
さい

択
たく

された SDGs（持続可能な開発目標）は，2016 年

から 2030 年の 15 年間で達成するためにかかげた 17 の目標（ゴール），169 のターゲッ

トです。目標には，「貧困をなくそう」「気候変動に具体的な対策を」などがあります。

問 7

　⑴　「SDGs」の読み方をカタカナで書きなさい。

⑵ 　持続可能なという意味を表す単語は，次のうちどれですか。次のア～エから 1つ

選び，記号で答えなさい。

　ア　サーマル　　　イ　サスティナブル　　　ウ　セキュア　　　エ　ソサエティ

SDGs の目標の一つ，「海の豊かさを守ろう」について考えます。海岸に流れ着いた

ごみは目につきますが，海の中にもさまざまなプラスチックごみが存在しています。大

きなものもあれば小さなものもあり，ういているもの，水中をただようもの，しずむも

のなどさまざまです。海底にはレジ袋
ぶくろ

（ポリ袋）などのプラスチックごみが大量にしず

んでいると言われています。

問 8

　⑴ 　プラスチックは，自然界の中で時間がたつにつれてこわれ，小さくなっていきま

す。5 mm以下になったプラスチック片のことを何といいますか，答えなさい。

⑵ 　これらのプラスチックごみが，海洋生物にあたえる影
えい

響
きょう

にはどのようなものがあ

るでしょうか。考えられることを書きなさい。
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プラスチックごみを減らすには，プラスチックのリサイクルがかかせません。プラス

チックのリサイクルには 3つの方法があります。

・マテリアルリサイクル…廃
はい

プラスチックを原料としてプラスチック製品に再生する。

・ケミカルリサイクル…化学的に分解することで，化学原料に再生する。

・サーマルリサイクル…固形燃料にしたり，焼却したりして熱として回収する。

日本では，サーマルリサイクルの割合が最も高くなっています。プラスチックはもと

もと 　　 3 　　 からできているので，燃やすと高い熱が発生します。ごみ焼却炉
ろ

でごみを

燃やすとき，生ごみなど水分の多いごみは燃えにくく温度が下がるため，プラスチック

をまぜて燃やすことで高温にし，発がん性物質である 　　 4 　　 の発生を抑える効果もあ

ります。発生した熱は温水プールや施
し

設
せつ

の暖
だん

房
ぼう

などに利用されています。

問 9　上の文章中の空らん 　　 3 　　・　　 4 　　 にあてはまる言葉を答えなさい。

2020 年 7 月よりプラスチック製買物袋（レジ袋）の有料化が始まりました。お店が

商品をレジ袋に入れてわたすときには，レジ袋を有料で販
はん

売
ばい

しなくてはなりません。た

だし，例外的に配布できるレジ袋もあります。

・厚さが 0.05 mm以上の袋で，くり返し使用できることが明記されたもの

・海洋生分解性プラスチックの配合率 100％の袋

・バイオマスプラスチックの配合率 25％以上の袋

バイオマスとは，生物由来の資源で，石油などの化石資源以外のものです。バイオマ

スプラスチックには生分解性プラスチックとしての性質をもつものがありますが，レジ

袋などに用いられるバイオポリエチレン製の袋は，一般に生分解性はありません。

問 10　プラスチックごみによる環境汚
お

染
せん

の削
さく

減
げん

のために始められたレジ袋有料化です

が，生分解性のないバイオマスプラスチックの袋でも，有料化の対象外になっている

（環境負荷が小さい）のはなぜだと考えられますか。カーボンニュートラルの視点か

ら書きなさい。
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2　電気について次の文章を読み，問いに答えなさい。

問題１

ひろし君の家の階段には電球が 1つ付いています。1階のスイッチを入れたり切った

りすると，電球がついたり消えたりします。2階にあるスイッチを入れたり切ったりし

ても電球がついたり消えたりします。これはどんな回路になっているのだろう，とひろ

し君は考えました。

ふつうのスイッチは図１のようになっています。破線の中がスイッチで，〇印を端
たん

子
し

と言います。端子には導線をつなげるようになっています。一方，図 2は切り替
か

えス

イッチというもので，端子が 3つあり，端子の 1番と 2番がつながっている状態から

切り替えると，3番と 2番がつながった状態になります。

ひろし君はこの 2種類のスイッチを使って階段の電球の回路を 4つ考えました。

問１　次の回路図ア～エのうち，上の文章の下線部のようにはたらくものを 1つ選び，

記号で答えなさい。

図 1 図 2

1 2

2

3

1

電源

スイッチ スイッチ

電球ア イ

ウ エ
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ひろし君は，もし 3階建ての家だったらどうしたらいいかなあと考えました。階段に

電球が 1つだけあり，1階のスイッチでも 2階のスイッチでも 3階のスイッチでも電球

がついたり消えたりするようにしたいのです。どうしてもうまくいかないのでお姉さん

のまいさんに助けを求めました。

ま　い「そうねえ。4路スイッチというのを使うといいよ」

ひろし「それは何？」

ま　い「 そうね。4路スイッチには図 3のように 4つ端子が

あって，初めは 1番と 2番，3番と 4番がつながって

るの。そこでスイッチのつまみを時計回りに 90°まわ

すと，今度は 1番と 3番，2番と 4番がつながるの」

ひろし「 90°ずつ 2回まわすと元にもどるんだね。スイッチの

中はどういうしくみになってるの」

ま　い「それは考えなさいよ」

ひろし君は 4路スイッチの中身（つまみとともに回転する部分）を 5通り考えてみま

した。下のア～オです。点線の円の内部が 90°ずつ回転します。

アはななめの 2本の線が立体交差していて，ななめの線どうしはつながっていないこ

とを表しています。イは 2本のななめの線がつながっていることを表しています。

問 2　上のア～オのうち 4路スイッチとしてはたらくものを 1つ選び，記号で答えな

さい。

ア イ ウ エ オ

図 3

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4
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ま　い「 スイッチの中はわかったね。じゃあ，この 4路スイッチを使って，3階建て用

の回路をかいてみて」

問 3　図 4には電池 1個，豆電球 1個，切り替えスイッチ 2個，4路スイッチ 1個がか

いてあります。これらをつないで，どのスイッチでも豆電球をつけたり消したりでき

るようにするには，どのようにつなげばよいでしょうか。下のア～エから 1つ選んで

記号で答えなさい。

図 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

ア イ

ウ エ
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問題 2

図 5は豆電球です。ソケットに入れる前の豆電球はこんな形をしています。以下で

は図 6のように簡単にかきます。図 7はそれを下から見た図です。図 6と図 7で，ａ

は金属でできていて，ねじのようになっている部分です。ｂは黒くて電気を通さない物

質でできています。ｃも金属でできています。

 

ひろし「 ソケットを使わないで豆電球と乾
かん

電池をつないでみよう。つなぎ方によっては

豆電球がつかないこともあるね。なんでかなあ」

ま　い「 豆電球の中にはフィラメントという細い金属の線（図 5のｄ）があって，そ

こを電流が流れると光るのよ。電流がフィラメントを通らないようなつなぎ方

だと豆電球はつかないの」

問 4　豆電球と乾電池と導線を次の⑴から⑷のようにつなぐとき，豆電球がつくもの

にはＡ，つかないものにはＢと書きなさい。⑷は，あ，いのそれぞれの豆電球につい

て答えなさい。

図 7

a

図 5

ｄ

ｂ

図 6

a

ｂ
ｃ

ｃ

あ

い

あ

い

あ

い

あ

い

⑴ ⑵ ⑶ ⑷
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問 5　図 8の回路について回路図をかくと，下のア～コのどれになりますか。1つ選ん

で記号で答えなさい。乾電池の記号は線が長い方が＋極です。

 

図 6のｂの部分は電気を通さない物質でできています。ひろし君はこのことを不思

議だと思いました。

ひろし「ｂの部分を金属に変えた豆電球を作るとどうなるかなあ」

ま　い「 ひろしが考えている豆電球を作るのはむずかしいから，ふつうの豆電球を 2個

つないで，片方の豆電球だけａとｃを直接つなぐといいよ」

図 8

ア

ケ

オ

イ

コ

カ

ウ エ

キ ク
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問 6　ふつうの豆電球 1と 2を図 9のように直列にして乾電池 1個とつなぐと 2つと

も同じ明るさでつきました。ここで豆電球 1について図 6のａとｃをアルミホイル

でつなぐと豆電球 1と 2はそれぞれどうなりますか。次のア～オから１つずつ選ん

で記号で答えなさい。

 

ア　一
いっ

瞬
しゅん

明るくかがやいてすぐ消える

イ　はじめよりも明るくつく

ウ　はじめと同じ明るさでつく

エ　はじめより暗くつく

オ　消える

図 9

1 2
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問題 3

ひろし君は豆電球と電流計と電源装置をつないで豆電球の明るさを調べています。電

源装置は図 10のようなもので，つまみを回すと 1.6 V，1.7 V のように細かく電圧を変

えることができます。以下では電源と言います。

実験１　はじめに，図 11のように豆電球 1個と電流計をつないだ回路を作って，回路

の＋を電源の＋に，回路の－を電源の－につなぎます。このあとで登場する回路でも

同じようにします。電源のつまみを回すと電圧が変化して，そのとき豆電球を流れる

電流を電流計で測ることができます。また豆電球の明るさも観察します。このあとも

同じ種類の豆電球を使うことにします。

結果は表１のようになりました。たとえば「かすかにつく」はその電圧や電流になっ

たとき，初めてかすかについたという意味です。ほかの明るさについても，初めてその

明るさになったときの電圧や電流を表しています。空らんは上と同じ明るさという意味

です。

「まぶしい」ときより電圧を高くすると豆電球が切れる心配があるので，ここで実験

をやめました。表の 2.6 V のところの×は実験を行わなかったことを示します。これか

らも「まぶしい」をこえるような実験は行わないことにします。

図 10

図 11

－ ＋

Ａ

＋－
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表１　豆電球１個

電源の 　
電圧［V］ 電流［mA］ 豆電球の明るさ

0 0 つかない

0.3 136

0.5 150 かすかにつく

1 190 暗い

1.5 230 ふつうの明るさ

2 270 とても明るい

2.5 310 まぶしい

2.6 × ×

ひろし君は考えました。「電流がたくさん流れるほど豆電球が明るくなるんだ」

グラフにすると図 12のようになりました。

図 12

350

300

250

200

150

100

50

0 1 2 3 電圧［Ｖ］

電流［mA］
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実験 2　次に，図 13のように豆電球２個を直列につなぎ，それに電流計をつないだ回

路を作って，電流計はⒶの記号で表します。

このとき，豆電球１を流れる電流と豆電球 2を流れる電流は同じです。この電流

を電流計で測ることができます。実験はいろいろな電圧について行いましたが，表 2

には 3 V の場合だけあげておきます。

 

ひろし君は考えました。「電源の電圧が 3 V のときに電圧計で豆電球１個の電圧を

測ったら 1.5 V になると思う。実験１でも実験 2でも 1.5 V のときは 230 mA流れてふ

つうの明るさだ。直列のとき電圧は足し算になっているんだ」

実験 3　次に，図 14のように豆電球２個を並列につなぎ，それに電流計をつないだ回

路を作って測りました。豆電球１を流れる電流と豆電球 2を流れる電流の合計を電

流計で測ることができます。実験はいろいろな電圧について行いましたが，表 3に

は 1.5 V の場合だけあげておきます。

 

ひろし君は考えました。「電源の電圧が 1.5 V のときは豆電球１個には実験１と同じ

ように 230 mAの電流が流れてふつうの明るさになる。2つの豆電球の電流が合わさっ

て，電流計は 460 mAになるんだと思う。並列のときは電流が足し算になっているんだ」

表 2　豆電球 2個直列

電源の 　
電圧［V］ 電流［mA］ 豆電球の

明るさ

3 230 ふつうの明るさ

表 3　豆電球 2個並列

電源の 　
電圧［V］ 電流［mA］ 豆電球の

明るさ

1.5 460 ふつうの明るさ

図 13

図 14

＋A－

12

1

2 ＋A－
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実験 4　最後に，図 15のように豆電球 3個と切り替えスイッチと電流計をつないだ回

路を作りました。

問 7　切り替えスイッチをａにつないで，電源の電圧を上げていきます。豆電球１が

初めて「まぶしい」になったとき，電圧を上げるのをやめます。このとき，豆電球 3

の明るさはどうなっていますか。下の表にしたがって番号または記号で答えなさい。

明るさ つかない かすかに
つく 暗い ふつうの

明るさ
とても
明るい まぶしい 実験を

行わない

番号・記号 0 1 2 3 4 5 ×

問 8　電源の電圧を問 7のままにして，切り替えスイッチをｂにつなぐと，豆電球１

と 3の明るさはどうなりますか。問 7と同じように答えなさい。

（問題は以上です。）

図 15

1
a

ｂ
2 3 ＋A－
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　　　　　　　2021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20ページです。
　　問題は 4～16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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次の文 Ⅰ ～ Ⅲ は、四国、愛媛県、松山市に関する文です。よく読んで、あとの問い
に答えなさい。

Ⅰ

①日本列島を構成する四つの大きな島のうち、四国は面積が約1.8万km
2で、国土の約

（　Ｘ　）％をしめる最も小さい島で、 4つの県にわかれています。②島の中央部には
けわしい山地が広がり、そこを水源として流れ出した河川が平野をつくり海へと注いで
おり、人口の多い都市の多くは海沿いの平野にあります。また、山地が島の中央部を横
切っているため、瀬戸内海側と太平洋側とで気候が大きく異なります。③このような自
然環
かん

境
きょう

のちがいが、四国４県それぞれの産業や暮らしに影
えい

響
きょう

をあたえてきました。
そもそも四国という名

めい

称
しょう

は、④大化の改新後の律令国家のもとで、讃岐、阿波、伊予、
土佐の四国が置かれたことに由来します。当時から四国は、都がおかれていた畿内に近
く、都に暮らす人々の食料や生活物資の重要な供給地であったことに加え、瀬戸内海は、

⑤周辺の国々との窓口となっていた北九州と、畿内とを結ぶ、海上交通の要所でした。
やがて、⑥律令制度に基づく土地制度がくずれはじめ、中央政府の管理が行き届かな
くなってくると、地方の豪

ごう

族
ぞく

や有力な農民たちは、みずからを守るために武装をするよ
うになり、瀬戸内海では通行する船をおそう⑦海

かい

賊
ぞく

が横行するようになります。その海
賊を平定して力を持った平氏が一時期政治の実権を握

にぎ

りますが、源氏によって滅
ほろ

ぼされ
ました。
その後も、鎌倉、室町時代にかけての瀬戸内海は、平和な時期には⑧様々な人や物が
行き交い、政治が不安定になると海賊が横行するという状

じょう

況
きょう

をくり返しました。戦国時
代には、村上氏のように自分たちのなわ張りの海域を通行する船から通行料を取って強
大な力を持つ海賊もあらわれ、そのようすは、⑨当時日本を訪れていた宣教師の記録に
も記されています。こうした海賊集団は1588年に豊臣秀吉が海賊取

とり

締
しまり

令を出したことに
より解体され、一部は海運の担い手となっていきました。
江戸時代になり河村瑞賢によって西廻

まわ

り航路が整備されると、その通路となった瀬戸
内海は日本各地の物品が行き交い、四国の各藩でも⑩様々な特産品がつくられ、日本各
地へ運ばれていきました。
明治時代になり、鉄道などの陸上交通がさかんになるにつれて、本州と四国との間に
橋を建設してほしいという要望がたかまり、第二次世界大戦後、本州四国連

れん

絡
らく

橋の建設
計画が進められました。そして、1988年に岡山県の児島と香川県の坂出を結ぶ瀬戸大橋
が完成したのに続き、兵庫県と徳島県を結ぶルート、広島県と愛媛県を結ぶルートが完
成し、近年は橋を利用した人・物の交流が活発になっています。
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問１　文 Ⅰ 中の空らん（　Ｘ　）にあてはまる数字として最も近いものを、次のア～
エから選び、記号で答えなさい。

ア　2.5　　　イ　５　　　ウ　7.5　　　エ　10

問 2　下線部①について、日本列島には四つの大きな島以外にも、数多くの島々がふ
くまれます。次のＡ～Ｄは、日本列島にふくまれるいくつかの島々をしめしたもので、
ア～エの文章はＡ～Ｄいずれかの島について述べたものです。ア～エの文章のうち、
内容が正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。

ア　Ａは鹿児島県に属し、戦国時代にポルトガル人によって鉄砲がもたらされた。
イ　Ｂは長崎県に属し、江戸時代にはこの島をおさめていた藩が朝鮮との貿易を独

どく

占
せん

していた。
ウ　Ｃは新潟県に属し、この島で採れる金は、江戸時代を通じて日本の主な輸出品の
一つであった。
エ　Ｄは静岡県に属し、島の中心にある火山が大噴

ふん

火
か

した際には、島民全員が島外に
避
ひ

難
なん

した。

130°

A

30°

  地図中の直線上の数値は緯
い

度、経度をしめしています。

129°

34°

B

138°

38°
C

139°

35°

D
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問 3　下線部②について、次の山地、河川、都市、橋のおおよその位置を、九州地方
を例とした記入例の書き方にならって解答用紙の地図中に書きこみなさい。

・四国山地　　・讃岐山脈　　・吉野川　　・瀬戸大橋
・香川県の県庁所在地の都市（都市名も記入すること）

記入例

　  ・筑紫山地　　・九州山地　　　・筑後川
　  ・関門橋　　　・鹿児島県の県庁所在地の都市

関門橋

筑後川

鹿児島

筑紫山地

九
州

山 地
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問 4　下線部③について、香川県は降水量が少なく、古くから農業用水の不足になや
まされてきました。次の図１は、香川県の農業用水にしめる水源別の割合をしめした
ものです。香川県では図１中の 　　 Ａ 　　 の開通を境に、農業用水の水源が大きく変
化したことがわかります。
　 　図１中のＡ・Ｂ・Ｃにあてはまる語句を考え、その語句を必ず用いて、香川県の
農業用水の水源がどのように変化したかを、理由とともに説明しなさい。

問 5　下線部④について、律令体制の完成までの期間に起こった、次のア～エのでき
ごとを、古いものから順にならべ、解答らんに合うように答えなさい。
　
ア　藤原不比等らによって大宝律令がつくられた。
イ　飛鳥浄御原宮から藤原京に都がうつされた。
ウ　白村江の戦いで唐・新羅の連合軍に敗北した。
エ　壬申の乱に勝利した大海人皇子が天武天皇として即位した。

図１

  （香川県農政水産部土地改良課ウェブサイトより）

2.0

Ｂ

Ｃ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地下水

Ａ  　開通以前

全国

16.3 70.4 13.3

7.852.140.1

89.1 8.9

Ａ  　開通以降
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問 6　下線部⑤について、遣唐使も畿内の難
なに わ

波津
つ

から瀬戸内海を通り、北九州を経て
唐へわたっていました。遣唐使は全部で20回派遣され、または派遣が計画されました。
次の表１はそのおもな内容をまとめたものであり、次ページの図 2は遣唐使船の航
路を示したものです。

⑴　表１中の空らん 　　１　　 ～ 　　 3　　 にあてはまる人物名を漢字で答えなさい。

回数 出発年 航路

朝鮮半島の国
おもな渡航者

（使節・留学生など）
高
句
麗

新
羅

百
済

１ 630 北路 　　  1  　　

３ 654 北路 高
たかむこのげんり

向玄理

８ 702 南路 山上憶良

９ 717 南路 玄
げんぼう

昉、吉
きびの ま き び

備真備、阿倍仲麻呂

12 752 南路 吉備真備

18 804 南路 橘
たちばなのはやなり

逸勢、空海、　　  2  　　

19 838 南路 円仁

20 894（中止） － 　　  3  　　（渡航せず）

表１

⑵ 　表１をみると、遣唐使船の航路は700年頃
ごろ

をさかいに、おおきく変
へん

更
こう

されており、
変更後の航路のほうが、遭

そう

難
なん

などの被
ひ

害
がい

が多かったことがわかっています。なぜ危
険な航路へと変更したのか、その理由を、表１と図 2を参考にして答えなさい。
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問 7　下線部⑥について、次の図 3は、延喜２（902）年の阿波国の戸
こ

籍
せき

の一部です。
この戸籍には、全部で５戸435人の名が記されていますが、その内訳は男性59人、女
性376人となっており、100歳以上の女性も多数みられ、意図的に事実とは異なる内容
を記したと考えられています。なぜそのように記したのか、律令制の税のしくみと関
連づけて 2 点答えなさい。

図 3

  （徳島城博物館パンフレットより）

図 2

  （『律令国家と東アジア』より一部改変）
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問 8　下線部⑦について、もと伊予の国司でありながら、瀬戸内海の海賊をひきいて
反乱を起こした人物を漢字で答えなさい。

問 9　下線部⑧について、鎌倉時代に伊予の国に生まれ、おどり念仏を広めながら、瀬
戸内周辺のみならず全国をまわった僧の名と、その僧がはじめた宗派名を漢字で答え
なさい。

問10　下線部⑨について、次の表 2は、16 ～ 17世紀のキリスト教の布教に関する内容
をまとめたものです。次のア～オのできごとのうち、表 2中の 　　 Ａ 　　 の時期に日
本国内で起こったできごととしてあてはまるものをすべて選び、記号で答えなさい。
　
ア　桶狭間の戦い　　　　イ　大阪夏の陣　　　　　　ウ　室町幕府の滅

めつ

亡
ぼう

エ　文禄・慶長の役　　　オ　朱印船貿易の開始

・フランシスコ＝ザビエルが鹿児島に到着し、布教を開始した。
　　　　　　↓　
・バテレン追放令が出され、宣教師は20日以内の国外追放を命じられた。
　　　　　　↓　　　 Ａ 　　 
・禁教令がだされ、日本国内でのキリスト教の信仰が禁止された。
　　　　　　↓　
・島原の乱がおこった。

表 2

問11　下線部⑩について、江戸時代の徳島藩の特産品として最もふさわしいものを次
のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。
　
ア　茶　　　イ　紅花　　　ウ　藍

あい

　　　エ　かつおぶし
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Ⅱ

愛媛県は、今治市や新居浜市、四国中央市などがある東予、県庁所在地松山市を中心
とした中予、宇和島市などがある南予の３つの地域にわけられます。
江戸時代は今治藩、松山藩、宇和島藩や幕府直

ちょっ

轄
かつ

地など複数の地域に分かれて統治さ
れており、それぞれの藩が産業の育成に力を注いだことから、地域ごとに特色ある産業
が生まれ、その多くが現在の産業へとつながってきました。
東予地域の瀬戸内海に面した平野が広がる地域では、工業がさかんです。今治市は古
くから瀬戸内海を結ぶ海運の拠

きょ

点
てん

であったことが現在の（　１　）業につながっており、
また、せんい産業もさかんで（　 2　）の生産日本一のまちとしても知られています。
また、新居浜市は江戸時代に（　 3　）銅山が上方の商人である住友家によって開発
されたことをきっかけとし、銅の精

せいれん

錬時にでる化学物質を肥料などに加工する化学工業
や、機械工業など様々な関連産業が発達しました。新居浜市の東側に位置する四国中央
市は、江戸時代にこうぞやみつまたの栽

さいばい

培がさかんに行われたことから、日本有数の
（　 4　）業の町に成長しました。
一方、南予地域は山地が海近くまでせまり、平地が少なく、海岸線は入り組んだリア
ス海岸となっています。そのため、海に面した段々畑でのミカンを中心としたかんきつ
類の栽培と、波のおだやかな湾

わん

での養
よう

殖
しょく

業がさかんです。
近年は⑪ミカン栽培と漁業とを結びつけ、自然環境に配

はい

慮
りょ

した地域循
じゅん

環
かん

型農業が進め
られています。

問12　文 Ⅱ 中の空らん（　１　）～（　 4　）にあてはまる適切な語句を答えなさい。
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問13　下線部⑪について、次の図 4は、愛媛県が進めている地域循環型農業のイメー
ジ図です。

⑴ 　愛媛のミカンは「 3つの太陽」を浴びることでより甘くおいしくなるといわれて
います。「 3つの太陽」のひとつは昼間の太陽の直射日光のことをさしますが、残
りの 2 つは何をさしているか、図 4を参考にして答えなさい。

⑵ 　ミカン栽培と漁業の間でどのような循環がなりたっているか、図 4中のＡ・Ｂ
の矢印を参考にして述べなさい。

図 4

  （愛媛県庁ウェブサイトより）

A

B

消費

人々の暮らし

みかんフィッシュ

愛媛あかね和牛
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Ⅲ

愛媛県の県庁所在地である松山市は、人口約50万人を有する四国最大の都市で、周囲
を山で囲まれ、瀬戸内海に面する松山平野に位置し、日照時間は全国トップクラスのお
だやかな気候にめぐまれています。

⑫現在の松山市の起源は、江戸時代に松山城を中心として築かれた城下町です。その
時代の町割りが、その後の時代に応じて少しずつ変化しつつ、現在につながっており、
町の中心部を走る路面電車に乗ると、江戸時代から今に続く様々な史

し

跡
せき

や名所をたどる
ことができます。
松山市の産業をみてみると、第三次産業の割合が78％と全国平均と比べても高くなっ
ており、その中心は観光業です。松山の観光地としての魅

み

力
りょく

は、まず、全国でも12か所
しか残っていない現存天守の一つが残る松山城や、日本最古の温泉とされる道後温泉な
どの観光施

し

設
せつ

があることです。また、近代俳句の祖といわれる正岡子規をはじめ、多く
の俳人や文化人を輩

はい

出
しゅつ

した街であり、正岡子規らを主人公とした小説『坂の上の雲』を
テーマとした博物館など、数多くの文化施設があります。さらに、俳句甲子園の開

かい

催
さい

な
ど文化活動が盛んであることなどがあげられます。そして、こうした観光地が点在して
いる市内全域を「屋根のない博物館」ととらえ、それらを路面電車で結びつける「フィー
ルドミュージアム構想」が進められています。
また、近年は南海トラフ地震や気候変動の影響で多発する豪

ごう

雨
う

災害などの自然災害に
対する不安が高まる中、防災に強い街づくりをめざしたり、豊かな自然環境を生かした
環境対策事業などにも力を入れています。
一方で、松山市の人口は2010年をピークに減少しており、このままのペースで減少が
進むと50年後には人口が半分程度に減少してしまうという推計もあります。このような
状況のもと、特に若い世代の人口減少と高

こう

齢
れい

化の進行を食い止めるため、地域産業を活
性化しなくてはならないという課題に直面しています。
2020年度、松山市は内閣府が認定する「ＳＤＧｓ未来都市」に選定され、その中でも
特に取り組みが先進的な10都市のみが選定される「自治体ＳＤＧｓモデル事業」にも選
ばれました。世界では今、都市化がすすみ、持続可能なまちづくりが課題となっており、
日本でも、環境・社会・経済を考えて、だれもが住みたいまちをつくっていく必要があ
ります。今後は、⑬「ＳＤＧｓ未来都市」として、持続可能なまちづくりに向けた取り
組みの推進が求められています。

問14　下線部⑫について、次ページの地図１は、江戸時代前期（17世紀後半頃）の
松山城下町を描いた絵図で、地図 2は、現在の松山市街地です。この２枚の地図を
見て、次の文中の空らんにあてはまる適切な建物・施設の名称を答えなさい。なお
（　 4　）、（　 5　）は地図 2に記されている地図記号から読み取って答えなさい。
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地図１をみると、城の南側の「外側（とがわ）」地区には（　１　）が、「外
側」地区の南側と、城の北西の「古

こ

町
まち

」にはおもに（　 2　）が分布しており、
その外側には（　 3　）が多く見られる。（　 3　）は広い敷

しき

地
ち

を持ち、城下町
出入り口の防衛拠点としての役割を果たしていた。地図１と地図 2を比

ひ

較
かく

する
と、かつての三の丸の地域には、市民会館や（　 4　）などの公共施設が、「外
側」地区には県庁や（　 5　）などの行政機関が多く、明治時代以降（　 1　）
の跡

あと

地
ち

を開発したと考えられる。一方で、かつて（　 2　）だった地域には私
鉄が通り、現在も市街地が広がっている。

地図１

  （『中国・四国 地図で読む百年』古今書院1999年）

古
町

三ノ丸

外側

町人町凡例

武家屋敷

水系
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地図 2

  （国土地理院発行 2万 5千分の１地形図「松山北部」（平成28年発行）より一部抜粋）
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問15　下線部⑬について、ＳＤＧｓとは「持続可能な開発目標」の略称で、2015年の
国連サミットで採

さい

択
たく

され、2030年を目標の達成年度とする、国際社会で共通の17の目
標で構成されています。ＳＤＧｓ未来都市に認定されるには、ＳＤＧｓの17の目標の
いずれかに対する具体的な取り組みを提案する必要があります。
　 　あなたなら、松山市の将来をみすえ、どのような取り組みを提案しますか。次の
図 5に示された17の目標から 2 つ選び、本文の内容を参考にしながら、何を活用し、
どのような取り組みを行って、どのようなまちづくりをめざすのかについて、選んだ
2 つの目標と関連づけながら述べなさい。

  （問題は以上です。）

図 5

  （国連広報ウェブサイトより）
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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
は
、「
、」
や
「
。」
な
ど
の

記
号
も
字
数
に
ふ
く
み
ま
す
。

五
、
受
験
番
号
は
漢
字
で
な
く
、
算
用
数
字
で
記
入
し
な
さ
い
。
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一
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

ド
ラ
え
も
ん
づ
く
り
は
、
人
と
か
か
わ
り
な
が
ら
性
能
を
高
め
て
い
く
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
（
注
１
）
を

し
ま
す
か
ら
、
人
と
か
か
わ
る
Ｈ
Ａ
Ｉ
の
技
術
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
Ｈ
Ａ
Ｉ
を
深
掘ぼ

り
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ａ
Ｉ
は
ロ
ボ
ッ
ト
部
分
を
中
心
と
し
た
工
学
の
領
域
で
す
が
、
Ｈ
Ａ
Ｉ
は
ロ
ボ
ッ
ト
と
人
の
両
方
を
含ふ

く

ん
で
お
り
、
両
者
を
一
体
の
シ
ス
テ
ム
と
と
ら
え
て
研
究
す
る
分
野
で
す
。

つ
ま
り
、
Ｈ
Ａ
Ｉ
は
工
学
だ
け
で
な
く
、
心
理
学
や
認
知
科
学
（
注
２
）
の
領
域
を
含
む
研
究
分
野
と
い

え
ま
す
。

具
体
的
な
例
を
あ
げ
て
説
明
し
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

Ｈ
Ａ
Ｉ
の
一
例
は
、「
弱
い
ロ
ボ
ッ
ト
」
で
す
。

た
と
え
ば
、
ゴ
ミ
を
な
く
す
た
め
に
、
ロ
ボ
ッ
ト
を
導
入
す
る
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
。
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
で
、
ゴ
ミ
を
な
く
し
た
い
と
い
う
と
き
に
、
自
動
的
に
ゴ
ミ
を

拾
っ
て
回
収
し
て
く
れ
る
ロ
ボ
ッ
ト
が
あ
れ
ば
便
利
で
す
。

言
う
の
は
簡
単
で
す
が
、
つ
く
る
の
は
か
な
り
大
変
で
す
。
ゴ
ミ
で
あ
る
も
の
を
正
確
に
認
識
し
、

ア
ー
ム
を
う
ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
、
つ
か
ん
で
捨
て
る
技
術
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
中
で
人
と
ぶ
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
安
全
に
配は
い
り
ょ慮
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
に
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

仮
に
①
そ
う
い
う
ロ
ボ
ッ
ト
が
開
発
で
き
た
と
し
ま
す
。
こ
こ
で
、
②
も
う
一
つ
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

完か
ん
ぺ
き璧
な
ゴ
ミ
拾
い
ロ
ボ
ッ
ト
を
つ
く
っ
て
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
中
で
動
か
す
と
、
お
客
さ
ん
に
邪じ
ゃ

魔ま

者も
の

扱あ
つ
か

い
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。
子
供
の
場
合
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
を
い
じ
め
て
動
け
な
く
す
る
な

ど
、
い
た
ず
ら
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
カ
メ
ラ
の
視
界
を
遮さ
え
ぎ

っ
た
り
、
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
進
め
な
く
し

た
り
、
直
接
叩た

た

い
た
り
す
る
な
ど
、「
ロ
ボ
ッ
ト
い
じ
め
」
の
問
題
は
研
究
者
に
と
っ
て
か
な
り
深
刻
で
、

そ
れ
自
体
が
一
つ
の
研
究
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

す
ば
ら
し
い
ロ
ボ
ッ
ト
を
つ
く
っ
た
の
に
、
人
か
ら
邪
魔
者
扱
い
さ
れ
て
、
い
じ
め
ら
れ
て
、
う
ま
く

使
え
な
い
。
そ
ん
な
オ
チ
が
待
っ
て
い
ま
す
。

Ｈ
Ａ
Ｉ
の
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
（
注
３
）
は
、
ゴ
ミ
を
拾
う
機
能
が
な
い
ゴ
ミ
箱
型
の
ロ
ボ
ッ
ト
で
す
。
こ

れ
は
豊
橋
技
術
科
学
大
学
の
岡
田
美
智
男
先
生
の
研
究
で
す
が
、
ゴ
ミ
箱
型
の
ロ
ボ
ッ
ト
が
ゴ
ミ
を
認
識

し
て
、
ゴ
ミ
の
ほ
う
に
歩
み
寄
っ
て
い
く
の
だ
け
れ
ど
も
、
ゴ
ミ
を
拾
え
ず
に
モ
ゾ
モ
ゾ
す
る
。

そ
う
す
る
と
、
モ
ゾ
モ
ゾ
し
て
い
る
姿
を
見
た
人
が
「
か
わ
い
そ
う
」
と
思
い
、「
助
け
て
あ
げ
た
い
」
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と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
、
ゴ
ミ
を
拾
っ
て
捨
て
て
く
れ
る
の
で
す
。
ゴ
ミ
に
近
寄
っ
て
人
を
気
に
せ
ず

に
モ
ゾ
モ
ゾ
す
る
だ
け
で
す
か
ら
、
開
発
す
る
際
の
技
術
的
な
難
易
度
は
下
が
り
ま
す
。

実
験
を
し
て
み
る
と
、
実
際
に
み
ん
な
が
ゴ
ミ
を
拾
っ
て
ロ
ボ
ッ
ト
の
ゴ
ミ
箱
に
入
れ
て
く
れ
る
そ
う

で
す
。
ゴ
ミ
を
拾
う
機
能
を
も
っ
て
い
な
い
の
に
、
ロ
ボ
ッ
ト
と
人
が
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
ゴ
ミ
が
な
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

③
ロ
ボ
ッ
ト
が
あ
ま
り
に
も
優ゆ

う

秀し
ゅ
う

だ
と
い
じ
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
ち
ょ
っ
と
バ
カ
な
と
こ
ろ
が
あ

る
と
、
み
ん
な
が
助
け
て
く
れ
る
。
ロ
ボ
ッ
ト
を
賢か
し
こ

く
つ
く
る
こ
と
だ
け
が
、
必
ず
し
も
問
題
解
決
に
つ

な
が
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
ド
ラ
え
も
ん
と
い
う
の
は
、
完
璧
な
ロ
ボ
ッ
ト
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
の
大
好
き
な
話
の
一
つ
に
、『
ド
ラ
え
も
ん
24
巻
』（
小
学
館
）
収
録
の
「
シ
ョ
ン
ボ
リ
、
ド
ラ
え

も
ん
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
お
話
で
は
、
セ
ワ
シ
く
ん
が
、
い
つ
も
喧け
ん

嘩か

ば
か
り
し
て
い
る
の
び
太
と
ド
ラ
え
も
ん
を
見
る
に

見
か
ね
て
、
ド
ラ
え
も
ん
と
ド
ラ
ミ
ち
ゃ
ん
を
交
代
さ
せ
よ
う
と
し
ま
す
。
ド
ラ
え
も
ん
と
違ち
が

っ
て
優
秀

な
ド
ラ
ミ
ち
ゃ
ん
は
、
の
び
太
を
ど
ん
ど
ん
サ
ポ
ー
ト
し
て
大
成
功
さ
せ
て
い
き
、
セ
ワ
シ
く
ん
は
ド
ラ

え
も
ん
を
説
得
し
て
ド
ラ
ミ
ち
ゃ
ん
と
の
交
代
を
言
い
わ
た
し
ま
す
。

で
す
が
、
そ
こ
で
の
び
太
は
、「
い
や
だ
！！　

ぜ
っ
た
い
に
帰
さ
な
い
！！
」
と
交
代
を
断
固
、
拒き

ょ

否ひ

す

る
の
で
す
。
あ
る
意
味
、
ド
ラ
え
も
ん
も
　　
　

ア　
　
　

ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
の
び
太
に
愛
さ

れ
、
そ
し
て
そ
ん
な
弱
い
二
人
の
や
り
と
り
を
見
て
、
読
者
も
彼
ら
を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

完
璧
な
ロ
ボ
ッ
ト
に
対
し
て
は
、「
ロ
ボ
ッ
ト
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
不
安

を
抱い
だ

き
や
す
い
で
す
が
、
で
き
の
悪
い
ロ
ボ
ッ
ト
に
は
共
感
し
、
助
け
て
あ
げ
た
く
な
る
。
そ
う
い
う
心

理
も
ふ
ま
え
て
、
人
間
と
と
も
に
過
ご
す
ロ
ボ
ッ
ト
を
開
発
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｈ
Ａ
Ｉ
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
単
独
で
問
題
を
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
、
ロ

ボ
ッ
ト
と
人
間
が
協
力
し
て
問
題
を
解
決
し
て
い
く
技
術
で
す
。
ド
ラ
え
も
ん
の
コ
ミ
ッ
ク
は
、
ロ
ボ
ッ

ト
で
あ
る
ド
ラ
え
も
ん
と
、
人
間
で
あ
る
の
び
太
た
ち
が
協
力
し
て
問
題
を
解
決
し
て
い
く
ス
ト
ー
リ
ー

で
す
か
ら
、
ま
さ
に
Ｈ
Ａ
Ｉ
の
考
え
方
そ
の
も
の
で
す
。

Ｈ
Ａ
Ｉ
に
は
、
こ
ん
な
例
も
あ
り
ま
す
。

介か
い

護ご

施し

設せ
つ

に
入
っ
て
い
る
高こ
う
れ
い
し
ゃ

齢
者
の
方
に
、
ロ
ボ
ッ
ト
が
「
血
圧
を
測
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
も
、

な
か
な
か
測
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ロ
ボ
ッ
ト
か
ら
命
令
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
る

人
も
い
て
、
な
か
な
か
言
う
こ
と
を
聞
い
て
も
ら
え
な
い
の
で
す
。

そ
ん
な
と
き
に
は
、
④
二
台
の
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。
二
台
の
ロ
ボ
ッ
ト
が
、
子
供
の
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よ
う
な
か
わ
い
ら
し
い
声
で
会
話
を
始
め
ま
す
。

ロ
ボ
ッ
ト
Ａ
「
健
康
っ
て
大
事
だ
よ
ね
」

ロ
ボ
ッ
ト
Ｂ
「
う
ん
」

ロ
ボ
ッ
ト
Ａ
「
健
康
じ
ゃ
な
い
と
、
体
が
つ
ら
く
な
る
よ
ね
」

ロ
ボ
ッ
ト
Ｂ
「
そ
う
そ
う
」

ロ
ボ
ッ
ト
Ａ
「 

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
こ
の
ご
ろ
血
圧
が
高
い
み
た
い
だ
け
ど
、
大だ
い

丈じ
ょ
う

夫ぶ

か
な
？
」

ロ
ボ
ッ
ト
Ｂ
「
心
配
だ
よ
ね
」

ロ
ボ
ッ
ト
Ａ
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
は
、
ず
っ
と
元
気
で
い
て
ほ
し
い
よ
ね
」

ロ
ボ
ッ
ト
Ｂ
「
元
気
で
い
て
ほ
し
い
ね
」

こ
ん
な
会
話
を
続
け
た
あ
と
に
、
ロ
ボ
ッ
ト
Ａ
が
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
血
圧
測
っ
て
ね
」
と
言
う
と
、

あ
っ
さ
り
と
言
う
こ
と
を
聞
い
て
血
圧
を
測
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。

こ
れ
も
私
の
研
究
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
二
台
の
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
う
と
い
う
の
は
、
私
の
研
究
室
で
も

よ
く
使
う
Ｈ
Ａ
Ｉ
の
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。

直
接
的
に
「
こ
れ
を
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
る
と
、
素
直
に
従
う
気
に
は
な
れ
な
い
こ
と
が
多
い

も
の
で
す
が
、
ま
わ
り
の
人
た
ち
が
自
分
の
こ
と
を
と
て
も
心
配
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、

気
持
ち
が
動
き
ま
す
。

自
分
の
こ
と
を
と
て
も
大
切
に
思
い
、
心
配
し
て
く
れ
て
い
る
雰ふ
ん

囲い

気き

の
な
か
で
、「
こ
れ
を
し
て
ね
」

と
言
わ
れ
れ
ば
、「
や
っ
て
み
よ
う
か
な
」
と
い
う
気
に
な
る
も
の
で
す
。

技
術
的
な
側
面
か
ら
言
い
ま
す
と
、
人
間
と
ロ
ボ
ッ
ト
が
自
然
な
会
話
を
で
き
る
よ
う
に
つ
く
り
こ
む

こ
と
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
の
言
葉
を
聞
き
取
っ
て
、
き
ち
ん
と
認
識
し
、
文
脈
や
状じ
ょ
う

況き
ょ
う

に
応

じ
た
言
葉
を
返
す
に
は
、
非
常
に
高
い
技
術
が
必
要
で
す
。

し
か
し
、
二
台
の
ロ
ボ
ッ
ト
の
か
け
あ
い
で
あ
れ
ば
、
自
然
な
会
話
を
、
シ
ナ
リ
オ
を
書
い
て
つ
く
り

こ
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ロ
ボ
ッ
ト
と
人
間
の
自
然
な
会
話
は
難
し
く
て
も
、
ロ
ボ
ッ
ト
ど
う
し
な
ら
自

然
な
会
話
が
可
能
な
の
で
す
。

二
台
の
ロ
ボ
ッ
ト
が
高
度
な
会
話
を
し
て
い
る
な
か
に
人
間
が
参
加
す
る
と
、
人
と
ロ
ボ
ッ
ト
の
あ
い

だ
の
や
り
と
り
は
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
も
の
に
な
っ
て
も
、
ロ
ボ
ッ
ト
ど
う
し
の
か
け
あ
い
で
高
度
な

会
話
が
行
わ
れ
る
た
め
、
全
体
と
し
て
高
度
な
会
話
が
実
現
さ
れ
た
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。

Ａ
Ｉ
の
技
術
は
「
⑤
高
度
な
会
話
」
の
実
現
を
め
ざ
し
て
お
り
、
高
度
な
自
然
言
語
処
理
（
注
４
）
が
研

究
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
Ｈ
Ａ
Ｉ
の
技
術
は
、「
⑥
高
度
な
会
話
が
で
き
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
を
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め
ざ
し
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
Ｈ
Ａ
Ｉ
は
、
人
と
か
か
わ
る
こ
と
で
技
術
的
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ゴ
ミ
箱
型
ロ
ボ
ッ
ト
の
例
で
は
、
ゴ
ミ
拾
い
を
完
全
に
自
動
化
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
よ
り
も
、

ゴ
ミ
の
前
で
　　
　

イ　
　
　

し
て
い
る
だ
け
の
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
ほ
う
が
簡
単
で
す
。
で
も
、
人
間
が

協
力
し
て
く
れ
る
の
で
、
ゴ
ミ
は
す
っ
か
り
な
く
な
り
、
得
ら
れ
る
効
果
は
Ａ
Ｉ
の
み
で
解
決
し
よ
う
と

す
る
場
合
よ
り
も
高
い
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

二
台
の
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
う
ア
イ
デ
ア
も
、
本
来
で
あ
れ
ば
ロ
ボ
ッ
ト
が
自
然
な
会
話
を
で
き
る
よ
う

に
、
高
度
な
自
然
言
語
機
能
を
組
み
込こ

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
を
、
二
台
の
ロ
ボ
ッ
ト
に
シ
ナ

リ
オ
ど
お
り
の
会
話
を
さ
せ
る
だ
け
で
す
か
ら
、
技
術
的
に
簡
単
で
す
。

そ
の
う
え
、
二
台
の
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
っ
た
ほ
う
が
、
人
が
言
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
る
可
能
性
が
高
ま

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
Ｈ
Ａ
Ｉ
は
、
人
と
か
か
わ
る
こ
と
で
技
術
的
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
、
人
と
か
か
わ
る
こ
と
で
得

ら
れ
る
効
果
を
大
き
く
す
る
技
術
だ
と
い
え
ま
す
。
こ
の
特と

く

徴ち
ょ
う

は
、
社
会
に
Ｈ
Ａ
Ｉ
技
術
を
実
装
し
て
い

く
と
き
に
非
常
に
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
に
な
り
ま
す
。

 

（
大
澤
正
彦
『
ド
ラ
え
も
ん
を
本
気
で
つ
く
る
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
よ
り
。

 

設
問
の
都
合
上
、
本
文
を
一
部
改
変
し
た
）

（
注
）

注
１　

ア
プ
ロ
ー
チ　

学
問
研
究
に
お
い
て
、
対
象
に
せ
ま
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
方
法
。
研
究
法
。

注
２　

 

認
知
科
学　

人
間
を
中
心
と
し
た
生
物
の
認
知
活
動
の
全
体
を
解
明
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
応
用
、
実
現
を
目
指

す
複
数
の
学
問
領
域
に
ま
た
が
っ
た
科
学
。

注
３　

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン　

業
務
上
の
問
題
点
や
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
。

注
４　

 

自
然
言
語
処
理　

人
間
が
日
常
的
に
使
っ
て
い
る
日
本
語
や
英
語
な
ど
の
自
然
言
語
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
扱
う
処
理
技

術
の
総
称
。
機
械
翻
訳
や
音
声
認
識
な
ど
を
指
す
。

問
一　

傍ぼ
う
せ
ん線
部
①
「
そ
う
い
う
ロ
ボ
ッ
ト
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
ロ
ボ
ッ
ト
で
す
か
。
本
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
「
も
う
一
つ
問
題
が
出
て
き
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
は
ど
う
い
う
問
題
で
す
か
。

本
文
中
か
ら
十
五
字
以
内
で
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
③
「
ロ
ボ
ッ
ト
が
あ
ま
り
に
も
優
秀
だ
と
い
じ
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
ち
ょ
っ
と
バ
カ

な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
、
み
ん
な
が
助
け
て
く
れ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
に
あ
た
る
説
明
を
本

文
中
か
ら
一
文
で
さ
が
し
、
そ
の
初
め
の
十
字
を
書
き
な
さ
い
。
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問
四　

空く
う
ら
ん欄
ア
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
本
文
中
か
ら
二
字
で
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
④
「
二
台
の
ロ
ボ
ッ
ト
を
使
う
方
法
が
あ
り
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
二
台
の
ロ
ボ

ッ
ト
を
使
っ
た
こ
と
で
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
は
血
圧
を
測
ろ
う
と
思
う
よ
う
に
な
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　

ロ
ボ
ッ
ト
に
健
康
っ
て
大
事
だ
よ
ね
と
い
う
会
話
を
さ
せ
る
こ
と
で
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
自
身

が
自
分
の
健
康
の
た
め
に
血
圧
を
測
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
か
ら
。

イ　

ロ
ボ
ッ
ト
に
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
こ
と
が
心
配
だ
と
い
う
会
話
を
さ
せ
る
こ
と
で
、
周
囲
の
人

た
ち
が
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
。

ウ　

ロ
ボ
ッ
ト
に
子
供
の
よ
う
な
か
わ
い
ら
し
い
声
で
会
話
を
さ
せ
る
こ
と
で
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」

が
ロ
ボ
ッ
ト
か
ら
命
令
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
。

エ　

ロ
ボ
ッ
ト
ど
う
し
で
会
話
を
さ
せ
る
こ
と
で
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
と
自
然
な
会
話
を
し
て
い
る

よ
う
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
、
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
く
な
っ
た
か
ら
。

問
六　

傍
線
部
⑤
「『
高
度
な
会
話
』
の
実
現
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
本
文
中
の

言
葉
を
使
っ
て
二
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
七　

傍
線
部
⑥
「
高
度
な
会
話
が
で
き
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
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　

ロ
ボ
ッ
ト
ど
う
し
の
自
然
な
会
話
の
中
に
、
人
間
と
ロ
ボ
ッ
ト
が
自
然
な
会
話
を
し
て
い
る
よ
う

な
シ
ナ
リ
オ
を
つ
く
り
こ
ん
で
い
く
こ
と
で
、
全
体
と
し
て
高
度
な
会
話
が
実
現
し
て
い
る
よ
う
に

人
間
側
が
思
う
こ
と
。

イ　

ロ
ボ
ッ
ト
ど
う
し
の
自
然
な
会
話
の
中
に
、
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
で
あ
っ
て
も
人
間
と
の
会
話
を

は
さ
み
こ
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ボ
ッ
ト
ど
う
し
が
あ
た
か
も
自
然
に
高
度
な
会
話
を
し
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
。

ウ　

ロ
ボ
ッ
ト
ど
う
し
に
高
度
な
会
話
を
さ
せ
て
い
く
と
、
つ
く
り
こ
ま
れ
た
シ
ナ
リ
オ
に
よ
る
、
き

わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
や
り
と
り
し
か
で
き
な
い
ロ
ボ
ッ
ト
と
人
間
の
あ
い
だ
に
も
、
高
度
な
や
り
と

り
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

ロ
ボ
ッ
ト
ど
う
し
に
高
度
な
会
話
を
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
中
に
人
と
ロ
ボ
ッ
ト
の
あ
い
だ
の
き
わ

め
て
シ
ン
プ
ル
な
や
り
と
り
を
は
さ
み
こ
ん
で
い
く
こ
と
で
、
全
体
と
し
て
高
度
な
会
話
が
実
現
さ

れ
た
と
人
間
側
が
感
じ
る
こ
と
。
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問
八　

空
欄
イ
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
本
文
中
か
ら
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
九　

本
文
全
体
の
内
容
と
一い
っ

致ち

す
る
も
の
に
は
〇
を
、
一
致
し
な
い
も
の
に
は
×
を
そ
れ
ぞ
れ
書
き
な

さ
い
。
た
だ
し
、
す
べ
て
同
じ
記
号
に
し
た
も
の
は
採
点
の
対
象
と
し
な
い
。

ア　

Ａ
Ｉ
が
単
独
で
問
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
な
ロ
ボ
ッ
ト
を
作
り
出
す
技
術
で
あ
る
な
ら
、
Ｈ
Ａ
Ｉ

は
ロ
ボ
ッ
ト
と
人
間
が
お
互た
が

い
に
協
力
し
合
っ
て
問
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
の
技
術
で
あ
る
。

イ　

岡
田
美
智
男
先
生
の
ゴ
ミ
箱
型
の
ロ
ボ
ッ
ト
は
、
技
術
的
な
難
易
度
は
高
く
な
い
が
、
人
間
の
心

理
を
利
用
し
、
高
い
技
術
で
作
ら
れ
る
ロ
ボ
ッ
ト
以
上
の
効
果
を
発
揮
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

ウ　

Ｈ
Ａ
Ｉ
と
ド
ラ
え
も
ん
の
最
大
の
共
通
点
は
、
親
し
み
や
す
い
た
め
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
支
配
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
抱
き
に
く
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

エ　

人
と
ロ
ボ
ッ
ト
が
か
か
わ
る
た
め
に
、
人
間
の
言
葉
を
き
ち
ん
と
認
識
し
、
適
切
に
言
葉
を
返
す

た
め
の
高
度
な
自
然
言
語
処
理
の
研
究
を
Ｈ
Ａ
Ｉ
の
技
術
者
た
ち
は
続
け
て
い
る
。

オ　

Ｈ
Ａ
Ｉ
の
技
術
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
解
決
の
た
め
に
必
要
な
技
術
的
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
つ
つ
、

得
ら
れ
る
効
果
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
実
用
化
が
し
や
す
い
技
術
で
あ
る
。
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二
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

主
人
公
の
結
城
沙
耶
は
、
中
学
二
年
で
出
場
し
た
全
日
本
中
学
陸
上
広
島
県
大
会
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ハ
ー
ド
ル
女

子
決
勝
で
転
倒
し
、
失
意
の
う
ち
に
陸
上
部
を
退
部
し
た
。
翌
年
の
七
月
、
沙
耶
は
親
友
の
松
前
花
奈
に
誘さ
そ

わ
れ
、

つ
つ
が
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
（
注
１
）
で
行
わ
れ
て
い
る
高
校
射し
ゃ

撃げ
き

部
の
全
国
大
会
を
見
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
場
面

は
二
人
が
競
技
の
見
学
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

目
の
前
の
選
手
が
ふ
っ
と
姿
勢
を
緩ゆ
る

め
た
。
ラ
イ
フ
ル
を
置
き
、
汗あ
せ

を
拭ふ

く
。
隣と
な
り

の
選
手
は
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
の
水
を
飲
み
干
し
て
い
た
。
持
参
し
た
ら
し
い
団う
ち
わ扇
で
扇あ
お

い
で
い
る
者
も
い
る
。
お
そ
ら
く
氷
が

入
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
ゴ
ム
製
の
、
氷ひ
ょ
う

嚢の
う
（
注
２
）
ら
し
き
袋ふ
く
ろ

を
首
筋
に
押お

し
当
て
て
一
息
吐つ

く
者
も
い

た
。

「
へ
え
、
け
っ
こ
う
　　
　

ア　
　
　

な
ん
だ
」

や
は
り
独
り
言
の
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
今
度
は
花
奈
が
耳
敏ざ
と

く
捉と
ら

え
た
。

「
う
ん
、
そ
う
な
ん
よ
」

頷う
な
ず

き
、
指
を
三
本
立
て
る
。

「
三
十
分
の
試
合
時
間
を
ど
う
使
う
か
は
、
選
手
次
第
な
ん
よ
な
。
時
間
内
に
四
十
発
撃う

て
ば
、
キ
ホ
ン
、

そ
れ
で
Ｏ
Ｋ
な
ん
よ
な
。
け
っ
こ
う
ど
こ
ろ
か
、
か
な
り
自
由
じ
ゃ
ろ
。
け
ど
…
…
」

「
自
由
だ
か
ら
こ
そ
怖こ
わ

い
っ
て
、
わ
け
か
」

幼お
さ
な
な
じ
み

馴
染
が
呑の

み
込
ん
だ
言
葉
を
口
に
し
て
み
る
。

「
そ
う
」

さ
っ
き
よ
り
も
ず
っ
と
深
く
、
花
奈
は
頷
い
た
。

「
自
分
た
ち
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
き
ゃ
い
け
ん
の
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
…
…
う
ん
、
ほ
ん
ま
、
沙
耶
が
言

う
通
り
怖
い
よ
な
」

「
で
も
。
そ
こ
が
射
撃
の
魅み

力り
ょ
く

？
」

花
奈
が
大
き
く
目
を
見
開
い
た
。

「
沙
耶
、
わ
か
る
？　

や
っ
ぱ
り
、
わ
か
る
よ
な
。
そ
う
じ
ゃ
ろ
、
沙
耶
な
ら
わ
か
る
と
思
う
た
。
そ
う

な
ん
よ
、
そ
う
な
ん
よ
。
怖
い
け
ど
、
そ
こ
が
え
え
ん
よ
な
。
射
撃
っ
て
え
え
な
あ
っ
て
感
じ
る
の
そ
こ

な
ん
よ
」

沙
耶
の
手
を
取
っ
て
上
下
に
振ふ

る
。
同
時
に
自
分
も
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
と
上
下
に
跳は

ね
た
。
会
場
に
は
軽

快
な
音
楽
が
流
れ
、
試
合
を
終
え
た
の
か
、
出
番
が
な
い
の
か
、
く
つ
ろ
い
だ
雰ふ

ん

囲い

気き

の
選
手
た
ち
が
行

き
交
っ
て
い
る
。
試
合
最さ

中な
か

の
射
群
は
あ
く
ま
で
張
り
詰つ

め
て
硬か
た

く
、
同
じ
フ
ロ
ア
で
あ
り
な
が
ら
二
つ



― 10 ―

の
間
に
は
、
明
ら
か
な
雰
囲
気
の
違
い
が
存
在
し
て
い
た
。
目
に
は
見
え
な
い
が
く
っ
き
り
と
し
た
一
線

が
引
か
れ
て
い
る
の
だ
。
①
色
の
異
な
る
空
気
が
混
ざ
る
こ
と
な
く
あ
る
。
真
剣
に
闘た
た
か

っ
て
い
る
選
手
た

ち
が
い
る
の
だ
か
ら
、
周
り
も
姿
勢
を
正
し
て
、
な
ん
て
堅か
た
く
る苦
し
さ
は
欠か
け
ら片
も
な
か
っ
た
。

緊き
ん

張ち
ょ
う

と
弛し

緩か
ん

、
真
剣
と
　　
　

イ　
　
　

。

溶と

け
合
わ
な
い
二
つ
の
層
が
対
の
よ
う
に
し
て
、
こ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
お
も
し
ろ
い
。
お
も

し
ろ
い
け
れ
ど
、
跳
ね
る
の
は
さ
す
が
に
や
り
過
ぎ
だ
ろ
う
。
横
に
い
た
中
年
男
性
や
Ｔ
シ
ャ
ツ
に
短
パ

ン
姿
の
女
子
高
生
が
ち
ら
り
と
視
線
を
向
け
て
く
る
。
迷め

い
わ
く惑
そ
う
に
も
、
非
難
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

た
。

「
ち
ょ
っ
、
ち
ょ
っ
と
、
花
奈
。
や
め
て
よ
。
恥は

ず
か
し
い
が
」

「
け
ど
、
嬉う
れ

し
い
ん
じ
ゃ
も
の
。
よ
か
っ
た
、
沙
耶
に
伝
わ
っ
て
よ
か
っ
た
」

「
い
、
い
や
、
ま
だ
、
わ
か
っ
て
な
い
っ
て
。
さ
っ
き
、
試
合
を
見
始
め
た
ば
っ
か
じ
ゃ
が
」

「
一い

っ

瞬し
ゅ
ん

で
わ
か
る
人
に
は
わ
か
る
。
伝
わ
ら
ん
人
に
は
何
時
間
見
続
け
た
と
し
て
も
伝
わ
ら
ん
も
の
。
こ

う
い
う
の
、
感
覚
じ
ゃ
ろ
。
ほ
ら
、
ビ
ビ
ッ
と
く
る
か
ど
う
か
」

「
ビ
ビ
ッ
と
な
あ
…
…
」

ど
う
な
ん
だ
ろ
う
。

沙
耶
は
改
め
て
、
射
群
に
眼ま
な

差ざ

し
を
巡め
ぐ

ら
せ
た
。

ス
ポ
ー
ツ
で
三
十
分
と
い
う
競
技
時
間
は
短
く
は
な
い
け
れ
ど
、
特
に
長
い
方
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
陸

上
で
も
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
だ
と
、
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
で
さ
え
二
時
間
以
上
か
か
る
。
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
の
試

合
だ
っ
て
、
相
当
な
時
間
が
入
り
用
だ
。

け
れ
ど
、
②
射
撃
ほ
ど
〝
自
分
〟
に
か
か
っ
て
く
る
競
技
は
他
に
は
な
い
の
で
は
と
、
考
え
て
し
ま
う
。

マ
ラ
ソ
ン
で
も
自
分
と
の
駆か

け
引
き
は
重
要
だ
。
ど
の
よ
う
に
ペ
ー
ス
配
分
し
て
い
く
か
、
ど
こ
で
ス

パ
ー
ト
を
か
け
る
か
、
水
分
を
補
給
す
る
か
、
判
断
し
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
も
、
走
る
こ
と

を
や
め
る
、
足
を
止
め
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
棄き

権け
ん

す
る
と
き
だ
け
だ
。
射
撃

は
一
旦
と
は
い
え
、
ラ
イ
フ
ル
を
置
く
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

一
射
、
一
射
の
間
合
い
も
、
撃
つ
タ
イ
ミ
ン
グ
も
、
全
て
自
分
で
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
狙ね
ら

う

の
は
一
ミ
リ
の
標
的
の
中
心
の
さ
ら
に
中
心
部
分
だ
。

ど
れ
ほ
ど
の
集
中
力
と
正
確
さ
が
要
求
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
を
保
つ
た
め
に
、
ど
ん
な
力
の
入
れ
方
が
、

そ
し
て
抜
き
方
が
必
要
な
の
か
。

あ
あ
、
ほ
ん
と
う
に
未
知
の
世
界
だ
。

知
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
だ
。
そ
し
て
、
知
ら
な
い
こ
と
に
心
を
惹ひ

か
れ
る
。

沙
耶
は
立
っ
た
ま
ま
、
目
の
前
の
試
合
を
見
詰
め
て
い
た
。
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午
後
か
ら
は
、
女
子
ビ
ー
ム
ラ
イ
フ
ル
個
人
の
決
勝
戦
が
行
わ
れ
た
。

バ
ス
の
出
発
時
刻
を
考
え
る
と
、
決
勝
戦
が
最
後
ま
で
観
戦
で
き
る
か
ど
う
か
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ

だ
。そ

れ
で
も
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
見
て
い
た
い
。

沙
耶
が
そ
う
言
う
と
、
花
奈
は
満
面
の
笑
顔
で
指
を
二
本
立
て
た
。

決
勝
戦
、
フ
ァ
イ
ナ
ル
に
は
上
位
八
名
が
出
場
で
き
る
。

た
っ
た
八
名
だ
。

全
国
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
八
人
で
も
あ
る
。

射
手
一
人
一
人
が
紹
介
さ
れ
て
い
く
。
陸
上
の
フ
ァ
イ
ナ
ル
の
よ
う
に
大
き
く
手
を
振
っ
て
応
え
る
者

は
い
な
い
。
無
表
情
の
ま
ま
軽
く
頭
を
下
げ
る
か
、
は
に
か
ん
だ
よ
う
な
笑
み
を
浮う

か
べ
振
り
向
く
だ
け

だ
っ
た
。
や
は
り
、
特
別
な
雰
囲
気
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

ご
く
普
通
の
、
ど
こ
に
で
も
い
る
女
子
高
校
生
た
ち
が
馴
染
み
の
な
い
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
着
て
立
っ
て
い

る
。

　

③
そ
の
印
象
は
、
競
技
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
一
転
し
た
。

安
定
感
が
突と
っ

出し
ゅ
つ

し
て
い
る
。

最
初
に
こ
の
競
技
を
見
た
と
き
に
感
じ
た
、
地
に
根
を
張
っ
た
よ
う
な
安
定
感
。
そ
れ
が
、
さ
ら
に
強

く
伝
わ
っ
て
き
た
。
折
れ
曲
が
ら
な
い
ほ
ど
硬
い
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
射
撃
フ
ォ
ー
ム
を
固
定
さ
せ
る
の
に
役

立
つ
と
、
花
奈
に
教
え
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、
む
し
ろ
、
選
手
の
姿
勢
そ
の
も
の
が
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
支
え
、

立り
っ

脚き
ゃ
く

さ
せ
て
い
る
―
―
そ
ん
な
風
に
さ
え
感
じ
て
し
ま
う
。
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

下
半
身
が
ま
っ
た
く
ぶ
れ
な
い
。
微び

動ど
う

だ
に
し
て
い
な
い
よ
う
に
、
沙
耶
の
眼
に
は
映
っ
た
。
そ
の
揺ゆ

る
ぎ
な
い
姿
勢
を
維い

じ持
で
き
な
い
限
り
、
10
点
を
撃
ち
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

す
ご
い
…
…
。

そ
の
集
中
力
に
、
強き
ょ
う

靭じ
ん

な
精
神
に
圧
倒
さ
れ
る
。

「
あ
…
…
」

花
奈
が
小
さ
く
息
を
呑
ん
だ
。

右
端は

し

の
黒
い
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
選
手
が
姿
勢
を
崩く
ず

し
た
の
だ
。
ほ
ん
の
僅わ
ず

か
、
身
体
の
軸じ
く

が
ず
れ
た
よ
う

に
見
え
た
。

　

10
点
台
を
告
げ
る
明
か
り
が
点
滅
し
な
い
。

次
も
、
そ
の
次
も
。

沙
耶
と
花
奈
は
顔
を
見
合
わ
せ
た
。

選
手
の
額
か
ら
汗
が
流
れ
る
。
頬ほ

お

が
火
照
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
紅あ
か

い
。
け
れ
ど
、
④
心
内
は
凍こ

ご

え
て
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い
る
の
で
は
な
い
か
。
ハ
ー
ド
ル
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
た
と
き
、
身
体
の
芯し
ん

か
ら
滲に
じ

み
出
て
き
た

寒
気
を
思
い
出
す
。

「
フ
ァ
イ
ナ
ル
っ
て
、
途と

中ち
ゅ
う

か
ら
一
人
ず
つ
落
ち
て
い
く
ん
だ
よ
ね
」

花
奈
が
唾つ
ば

を
呑
み
込
み
、
呟つ
ぶ
や

い
た
。

「
う
ん
…
…
」

そ
れ
も
、
情
報
と
し
て
は
頭
に
入
っ
て
い
る
。

「Start

」

号
令
と
と
と
も
に
フ
ァ
イ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
は
射
撃
体
勢
に
入
る
。

二
百
五
十
秒
内
で
五
発
。
そ
こ
で
、
一
旦
、
成
績
の
確
認
が
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
二
百
五
十

秒
で
、
五
発
を
撃
つ
。
十
発
撃
っ
た
時
点
で
の
得
点
が
発
表
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
は
二
発
目
ご
と
に
最
下
位

の
フ
ァ
イ
ナ
リ
ス
ト
が
脱だ
つ
ら
く落
、
つ
ま
り
、
競
技
を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
二
発
を
撃
ち
終
え
た
時
点
で
、
一
人
目
の
退
場
者
の
名
前
が
告
げ
ら
れ
た
。

黒
い
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
射
手
が
ぎ
こ
ち
な
い
足
取
り
で
射
場
に
背
を
向
け
る
。
膝ひ
ざ

が
曲
が
ら
な
い
の
で
、

ぎ
く
し
ゃ
く
と
し
て
円え

ん
か
つ滑
に
動
け
な
い
の
は
当
た
り
前
な
の
だ
が
、
退
場
者
の
後
ろ
姿
は
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
と

は
関
わ
り
な
く
強こ
わ

張
っ
て
い
る
。
沙
耶
に
は
そ
う
見
え
た
。

七
人
に
な
っ
た
選
手
た
ち
が
、
一
斉
に
ラ
イ
フ
ル
を
構
え
る
。
試
合
は
続
い
て
い
る
の
だ
。

次
に
濃の

う
こ
ん紺
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
選
手
が
脱
落
し
た
。
そ
の
次
は
、
小こ

柄が
ら

な
真
っ
白
な
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
選
手

だ
。

「
⑤
こ
れ
…
…
厳
し
い
ね
」

呟つ
ぶ
や

い
た
口
元
が
硬こ
う

直ち
ょ
く

し
て
い
く
よ
う
に
感
じ
た
。

「
う
ん
、
厳
し
い
」

花
奈
も
真
顔
だ
。

一
射
、
一
射
が
勝
負
だ
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
一
つ
の
ミ
ス
も
許
さ
れ
な
い
。
最
後
ま
で
射
場
に
立
ち

続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
二
人
、
勝
ち
抜
け
る
の
は
一
人
だ
。
集
中
と
緊
張
を
維
持
で
き
な
け
れ
ば
敗

れ
る
。

バ
シ
ュ
ー
ン
。

バ
シ
ュ
ー
ン
。

ビ
ー
ム
ラ
イ
フ
ル
の
音
だ
け
が
耳
の
奥お

く
そ
こ底
に
突つ

き
刺さ

さ
っ
て
く
る
。

「
沙
耶
、
バ
ス
の
時
間
に
間
に
合
わ
ん
。
こ
れ
以
上
こ
こ
に
お
っ
た
ら
、
カ
ン
ペ
キ
乗
り
遅お
く

れ
て
し
ま
う

で
」花

奈
に
急せ

か
さ
れ
て
立
ち
上
が
っ
た
の
は
、
優
勝
が
決
ま
っ
た
直
後
だ
っ
た
。
会
場
に
拍は
く

手し
ゅ

が
起
こ
る
。
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競
技
場
を
出
る
瞬
間
、
沙
耶
は
壁か

べ
ぎ
わ際
に
う
ず
く
ま
る
人
を
見
た
。
学
校
名
を
プ
リ
ン
ト
し
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
に

濃
紺
の
半
パ
ン
を
は
い
て
い
る
。
そ
の
背
中
は
汗
に
濡ぬ

れ
、
微か
す

か
に
震ふ
る

え
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
た
。

泣
い
て
い
る
。

声
を
押
し
殺
し
て
、
腕う
で

の
中
に
顔
を
埋う
ず

め
、
泣
い
て
い
る
。

名
前
も
知
ら
な
い
、
顔
さ
え
見
え
な
い
相
手
の
丸
ま
っ
た
背
中
が
、
目
に
焼
き
付
く
。
一
生
、
忘
れ
ら

れ
な
い
予
感
が
す
る
。

沙
耶
は
、
固
く
指
を
握に

ぎ

り
込
ん
で
い
た
。

「
大
明
を
受
け
て
み
る
」

花
奈
に
告
げ
た
の
は
、
つ
つ
が
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
か
ら
帰
っ
た
翌
日
だ
っ
た
。

塾じ
ゅ
く

か
ら
の
帰
り
道
だ
。
蒸
し
暑
か
っ
た
け
れ
ど
、
草
む
ら
で
は
す
で
に
、
虫
が
鳴
き
始
め
て
い
た
。

「
か
な
り
大
変
か
も
し
れ
ん
け
ど
、
や
っ
て
み
る
」

は
っ
き
り
と
伝
え
る
。
破
顔
し
て
抱だ

き
着
い
て
く
る
か
も
と
思
っ
た
が
、
花
奈
は
に
こ
り
と
も
し
な

か
っ
た
。

「
う
ん
、
や
ろ
う
」

そ
れ
か
ら
一
息
吐
い
て
、
ゆ
っ
く
り
と
瞬ま
た
た

き
を
し
た
。
や
は
り
、
笑
み
は
な
い
。
真
顔
の
ま
ま
だ
。

「
本
気
だ
よ
ね
、
沙
耶
」

「
も
ち
ろ
ん
」

本
気
だ
。
本
気
で
勉
強
し
て
、
大
明
学
園
高
校
を
受
験
す
る
。
そ
し
て
、
射
撃
を
始
め
る
。

花
奈
の
よ
う
に
誰だ

れ

か
に
憧あ
こ
が

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
射
撃
競
技
の
魅
力
を
理
解
で
き
た
わ
け
で
も
な
い
。

た
だ
、
見
知
ら
ぬ
世
界
が
現
れ
た
と
は
思
え
る
。

自
分
と
の
戦
い
に
勝
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
強
靭
な
精
神
力
は
、
ど
ん
な
競
技
に
も
必
要
だ
。
よ

く
わ
か
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
、
一
ミ
リ
を
狙
う
集
中
力
、
揺
る
が
な
い
下
半
身
、
己
と
姿
勢
を
保
つ
た
め

の
動
じ
な
い
心
は
、
沙
耶
に
は
と
て
も
新し
ん
せ
ん鮮
に
映
っ
た
。

未
知
の
も
の
は
、
い
つ
で
も
心
を
騒さ

わ

が
す
。

耳
の
奥
に
あ
る
ビ
ー
ム
ラ
イ
フ
ル
の
音
と
眼ま
な

裏う
ら

に
刻
ま
れ
た
少
女
の
背
中
。

あ
れ
が
射
撃
と
い
う
も
の
な
ら
、
挑い

ど

ん
で
み
た
い
。

今
度
は
選
手
と
し
て
、
つ
つ
が
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
に
乗
り
込
み
た
い
。

そ
ん
な
野
心
を
抱
い
て
し
ま
っ
た
。

ま
ん
ま
と
花
奈
の
術
中
に
は
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
花
奈
の
お
か
げ
で
久
々
の
高こ
う
よ
う揚
感
を

味
わ
え
た
。

そ
の
心
の
軌き

せ
き跡
に
素
直
で
い
よ
う
。



― 14 ―

も
し
か
し
た
ら
、
こ
れ
で
…
…
。

沙
耶
は
胸
の
上
を
軽
く
叩
く
。

も
し
か
し
た
ら
、
こ
れ
で
、
あ
の
夢
を
見
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

ハ
ー
ド
ル
に
き
ち
ん
と
別
れ
を
告
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

花
奈
が
僅
か
に
足
取
り
を
緩
め
た
。

「
受
験
も
射
撃
も
一い
っ
し
ょ緒
に
や
れ
る
な
、
沙
耶
」

「
そ
う
、
つ
ま
り
ラ
イ
バ
ル
に
な
る
っ
て
こ
と
じ
ゃ
な
」

「
ふ
ふ
ん
、
相
手
に
と
っ
て
不
足
は
な
い
で
」

「
こ
っ
ち
こ
そ
。
容よ
う
し
ゃ赦
は
せ
ん
か
ら
ね
」

そ
こ
で
、
花
奈
が
笑
っ
た
。

　

⑥
目め

尻じ
り

が
下
が
り
、
口
元
が
綻ほ

こ
ろ

ぶ
。
し
か
し
笑
顔
は
一
瞬
で
消
え
、
唇

く
ち
び
る

が
一
文
字
に
結
ば
れ
た
。
そ

の
表
情
で
こ
ぶ
し
を
差
し
出
す
。
沙
耶
は
そ
こ
に
、
自
分
の
こ
ぶ
し
を
合
わ
せ
た
。

バ
シ
ュ
ー
ン
。

ビ
ー
ム
ラ
イ
フ
ル
が
的
を
射
る
。
そ
の
音
が
は
っ
き
り
と
聞
こ
え
た
。

 

（
あ
さ
の
あ
つ
こ
『
ア
ス
リ
ー
ツ
』
中
央
公
論
新
社
よ
り
）

（
注
）

注
１　

 

つ
つ
が
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場　

広
島
県
山
県
郡
安
芸
太
田
町
上
筒
賀
に
あ
る
、
広
島
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
協
会
が
運
営
管
理
す

る
、
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
。

注
２　

氷
嚢　

身
体
の
患
部
の
熱
を
下
げ
る
た
め
に
氷
を
入
れ
て
あ
て
が
う
袋
。

問
一　

本
文
を
三
つ
の
場
面
に
分
け
る
と
す
る
と
、
二
番
目
の
場
面
は
「
午
後
か
ら
は
、
女
子
ビ
ー
ム
ラ

イ
フ
ル
個
人
の
決
勝
戦
が
行
わ
れ
た
。」
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
で
は
、
三
番
目
の
場
面
は
ど
こ
か
ら
で

す
か
。
そ
の
初
め
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。

問
二　

空
欄
ア
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。
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問
三　

傍
線
部
①
「
色
の
異
な
る
空
気
が
混
ざ
る
こ
と
な
く
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う

こ
と
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　

張
り
詰
め
た
雰
囲
気
で
試
合
を
し
て
い
る
選
手
た
ち
と
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
雰
囲
気
の
試
合
を
終

え
た
選
手
た
ち
が
お
互
い
を
意
識
し
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
で
同
じ
会
場
に
い
ら
れ
る
こ
と
。

イ　

張
り
詰
め
た
雰
囲
気
で
試
合
を
し
て
い
る
選
手
た
ち
と
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
雰
囲
気
の
試
合
を
終

え
た
選
手
た
ち
が
無
意
識
の
う
ち
に
会
場
に
独
特
の
一
体
感
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

緊
張
感
を
持
っ
て
真
剣
に
闘
っ
て
い
る
選
手
た
ち
と
、
出
番
が
な
く
の
ん
び
り
と
過
ご
し
て
い
る

選
手
た
ち
が
お
互
い
に
気
を
遣
い
あ
う
こ
と
で
会
場
全
体
の
雰
囲
気
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
。

エ　

緊
張
感
を
持
っ
て
真
剣
に
闘
っ
て
い
る
選
手
た
ち
と
、
出
番
が
な
く
の
ん
び
り
と
過
ご
し
て
い
る

選
手
た
ち
が
無
意
識
の
う
ち
に
お
互
い
に
と
っ
て
の
適
切
な
距
離
感
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

問
四　

空
欄
イ
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
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

気
が
か
り　
　
　

イ　

で
た
ら
め　
　
　

ウ　

く
つ
ろ
ぎ　
　
　

エ　

落
ち
着
き

問
五　

傍
線
部
②
「
射
撃
ほ
ど
〝
自
分
〟
に
か
か
っ
て
い
る
競
技
は
他
に
は
な
い
の
で
は
と
、
考
え
て
し

ま
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
で
す
か
。「
～
か
ら
」
と
い
う
言
葉
に
つ
な
が
る
部
分
を
本
文
中
か
ら

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
六　

傍
線
部
③
「
そ
の
印
象
は
、
競
技
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
一
転
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
の
印
象
が

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
す
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
七
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
七　

傍
線
部
④
「
心
内
は
凍
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
沙
耶
は
こ
の
選
手
が
ど
う

い
う
心
情
で
い
る
と
想
像
し
て
い
ま
す
か
。
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　

緊
張　
　
　

イ　

不
安　
　
　

ウ　

動ど
う
よ
う揺　
　
　

エ　

絶
望
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問
八　

傍
線
部
⑤
「
こ
れ
…
…
厳
し
い
ね
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
「
厳
し
い
」
と
感
じ
て
い
る
の
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　

一
つ
で
も
ミ
ス
を
し
た
ら
退
場
し
な
く
て
は
い
け
な
い
中
で
、
緊
張
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
一
人
目

の
退
場
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
選
手
の
姿
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
そ
こ
に
昨
年
出
場
し
た
全
国
大
会

で
の
沙
耶
自
身
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

イ　

い
つ
自
分
が
退
場
者
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
、
勝
ち
残
る
た
め
に
は
一
つ
の
ミ
ス
も
許
さ
れ
な
い

と
い
う
緊
張
感
の
中
で
、
競
技
を
続
け
て
い
る
選
手
た
ち
の
集
中
力
が
、
沙
耶
が
打
ち
込
ん
で
き
た

陸
上
と
は
あ
ま
り
に
も
違
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
。

ウ　

悔
し
さ
に
打
ち
震
え
な
が
ら
退
場
し
て
い
く
選
手
た
ち
の
姿
に
す
ら
気
が
付
か
な
い
ほ
ど
の
集
中

力
で
競
技
を
続
け
て
い
く
、
射
撃
選
手
た
ち
の
心
の
強
さ
は
、
こ
れ
ま
で
陸
上
し
か
知
ら
な
か
っ
た

沙
耶
に
と
っ
て
初
め
て
見
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
。

エ　

次
々
と
選
手
た
ち
が
退
場
し
て
い
き
、
自
分
も
一
つ
ミ
ス
を
す
れ
ば
退
場
す
る
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
緊
張
感
の
中
で
、
集
中
を
保
ち
続
け
る
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
な
の
か
陸
上
で
全
国

大
会
ま
で
出
た
沙
耶
に
は
痛
い
ほ
ど
に
理
解
で
き
た
か
ら
。

問
九　

傍
線
部
⑥
「
目
尻
が
下
が
り
、
口
元
が
綻
ぶ
。
し
か
し
笑
顔
は
一
瞬
で
消
え
、
唇
が
一
文
字
に
結

ば
れ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
花
奈
の
心
情
を
四
十
～
六
十
字
で
答
え
な
さ
い
。

問
十　

次
の
会
話
文
は
本
文
に
つ
い
て
、
生
徒
た
ち
が
話
し
合
っ
て
い
る
様
子
で
す
。
会
話
文
中
の
空
欄

１
～
３
に
あ
て
は
ま
る
二
字
の
熟
語
を
そ
れ
ぞ
れ
考
え
て
答
え
な
さ
い
。

生
徒
１
「
花
奈
は
沙
耶
に
も
射
撃
に
　　
　

１　
　
　

を
持
っ
て
ほ
し
く
て
射
撃
場
へ
誘
っ
た
の
か
な
。」

生
徒
２
「 

も
し
か
す
る
と
、
陸
上
を
や
め
て
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
沙

耶
に
、
新
し
い
　　
　

２　
　
　

を
持
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。」

生
徒
３
「
実
際
、
沙
耶
は
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
射
撃
部
の
あ
る
高
校
へ
の
進
学
を
決
め
た
も
の
ね
。」

生
徒
２
「 

最
後
に
『
ビ
ー
ム
ラ
イ
フ
ル
が
的
を
射
る
。
そ
の
音
が
は
っ
き
り
と
聞
こ
え
た
。』
っ
て
あ

る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
？
」

生
徒
１
「
ビ
ー
ム
ラ
イ
フ
ル
は
射
撃
に
使
う
ラ
イ
フ
ル
の
こ
と
だ
よ
ね
？
」

生
徒
３
「
じ
ゃ
あ
、
射
撃
を
始
め
る
っ
て
こ
と
を
表
し
て
る
の
か
な
？
」

生
徒
２
「 『
は
っ
き
り
と
』
と
書
い
て
あ
る
か
ら
、
絶
対
に
大
明
高
校
に
受
か
っ
て
射
撃
を
始
め
る
ぞ
っ

て
い
う
　　
　

３　
　
　

を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。」

生
徒
１
「 

花
奈
と
沙
耶
が
こ
ぶ
し
を
合
わ
せ
た
と
き
に
音
が
聞
こ
え
た
っ
て
こ
と
は
、
そ
の

　　
　

３　
　
　

は
沙
耶
と
花
奈
の
二
人
の
も
の
な
ん
だ
ろ
う
ね
。」

生
徒
３
「 

二
人
に
は
高
校
で
射
撃
を
始
め
る
自
分
た
ち
の
姿
が
し
っ
か
り
と
想
像
で
き
て
い
る
ん
だ
ね
。」
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三
　　

次
の
①
～
⑤
の
傍
線
部
に
つ
い
て
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
、
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
直
し
な
さ
い
。

①
こ
ん
な
キ
カ
イ
は
め
っ
た
に
や
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。

②
国
語
の
教
科
書
は
タ
テ
ガ
き
で
書
か
れ
て
い
る
。

③
キ
ヌ
イ
ト
は
カ
イ
コ
の
ま
ゆ
か
ら
で
き
て
い
る
。

④
彼
の
発
言
に
イ
ヒ
ョ
ウ
を
つ
か
れ
た
。

⑤
彼
は
タ
グ
イ
ま
れ
な
才
能
を
持
っ
た
人
物
だ
。

 

（
問
題
は
以
上
で
す
）





― 1 ― ― 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 4～ 10 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． 割り切れないときは特に指示がない限り分数
で答えること。

　　　　　　　2021 年度

入試Ⅰ

算　数
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１ 

⑴　次の計算をしなさい。

あ　2020 ÷（4× 29 － 5 × 3）÷ 5× 491

い　1＋ 1÷［ 1＋ 1÷｛ 1＋ 1÷（1＋ 1）｝］

⑵　カベにペンキをぬるのに，一郎君は 7時間 30 分，二郎君は 6時間 40 分，三郎君

は 6時間かかります。

う　3人で取り組むと何時間何分何秒かかりますか。

え　3人で取り組みましたが，途
と

中
ちゅう

三郎君が休
きゅう

憩
けい

したので，2時間 30 分かかりまし

た。三郎君は何分休憩しましたか。

⑶　図 1の 7種類のタイルのうち 4種類を使い，重ならないように配置して図 2の 

4 × 8 の長方形をはみ出さないようにおおうことを考えます。同じタイルはいくつ

使っても，向きを変えてもかまいませんが，裏返して使うことはできません。長方

形の埋
う

め方を 1つ示しなさい。

　図 1

　図 2
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2

中心にマークのある 1辺 10 cmの正方形の折り紙を次の 2通りのどちらかに折り，

はさみを使って一部を切り取ってからもとのように広げます。

折り方 1

折り方 2

⑴　図 1～図 3のようになるためにはどちらの折り方の，どの部分を切り取ればよい

ですか。折り方 1，折り方 2の切り取る部分を斜
しゃせん

線で図示しなさい。

　 　ただしこの問いでは，はさみはまっすぐに 1度だけ切り取るようにしか使えない

こととします。また，図の形に切り取れない場合には解答用紙の「切り取れない」

を○で囲むこと。

　図 1　　　　　　　　　　図 2　　　　　　　　　　図 3



― 6 ― ― 7 ―

折り方 1，折り方 2で図 4～図 7のように塗
ぬ

った部分を切り取って広げました。

図 4　　　　　　　　　　　　　　図 5　　　

図 6　　　　　　　　　　　　　　図 7

⑵　図 4，図 5では広げた形はどのような形になりますか。切り取られた部分を斜線

で図示しなさい。また，切り取られた部分を広げたときの面積を，それぞれ あ，

い とします。あ，い を求めなさい。

⑶　図 6，図 7では切り取られた部分を広げると，1つまたはいくつかの図形ができ

ます。それらの図形のうち，広げたときの周の長さが最も短いものの長さを，それ

ぞれ う，え とします。う，え を求めなさい。ただし円周率は 3.14 とします。

辺の中点を結ぶ 辺の 3等分点で
正方形を作る

辺の 3等分点で
正方形を作る

半径がもとの辺の
半分の扇

おうぎ
形
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3

一直線に 20 m離
はな

れた地点Ａから地点Ｂの間の地面が 50 cmごとに白と黒で横断歩道

のように塗り分けられています。今，地点Ａからスタートして地点Ｂに向かって何 cm

か進むごとに旗を立てます。例えば，地点Ａから 80 cm進むごとに旗を立てるとき，

旗を立てる地面の色は 1本目から順に「黒，黒，白，白，×，黒，……」となります。

ここで×は，白と黒の境界線上に旗を立てることを表します。

以下の問題では，旗を立てる地面の色について考えることとし，旗の間
かんかく

隔は 30 cm

以上 100 cm 以下の整数とします。

⑴　旗の間隔が 32 cmのとき，はじめの 3本目までと，8本目から 10 本目までの立

てた地面の色を答えなさい。

⑵　6本目まで同じ色が続き，7本目で初めて違う色となる間隔の 1つを求めなさい。

ただし途中に×は 1度もないこととします。

⑶　黒から始まり，黒白の交互が 6本目まで続き，7本目で初めて 6本目と同じ色に

なる間隔の 1つを求めなさい。ただし途中に×は 1度もないこととします。

⑷　黒から始まる黒白の交互は最大で何本目まで続けることができますか。

⑸　はじめから 10 回連続で黒となるような間隔をすべて求めなさい。

Ａ

50 cm

Ｂ
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4

4 以上の整数について次のルール 1～ 3にしたがって分割する方法を「分割 1」と呼

ぶことにします。

ルール 1　3以下の 2個以上の整数の和で表す。

ルール 2　和は数の大きい順に書く。

ルール 3　同じ数を何回使ってもよい。

例えば「分割 1」で 5は，3＋ 2，3＋ 1＋ 1，2＋ 2＋ 1，2＋ 1＋ 1＋ 1， 

1 ＋ 1 ＋ 1 ＋ 1 ＋ 1 の 5 通りに分割できますが，4＋ 1や 5自身は認められません。

⑴　6は「分割 1」により，何通りに分割できますか。

⑵　7は「分割 1」により，何通りに分割できますか。

次に，別のルール 4～ 6にしたがって分割する方法を「分割 2」と呼ぶことにします。

ルール 4　3個以下の整数の和，またはその数自身で表す。

ルール 5　和は数の大きい順に書く。

ルール 6　同じ数を何回使ってもよい。

例えば「分割 2」で 5は，5，4＋ 1，3＋ 2，3＋ 1＋ 1，2＋ 2＋ 1の 5通りに分割

できますが，2＋ 1＋ 1＋ 1や 1＋ 1＋ 1＋ 1＋ 1は認められません。

⑶　8は「分割 2」により，何通りに分割できますか。

⑷　4以上のどのような整数についても，「分割 1」と「分割 2」は分割する方法が同

じ数だけあります。その理由を答えなさい。

（問題は以上です。）
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　　　　　　　2021 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～ 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　呼吸について次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

ヒトが呼吸を行ううえで大切な役割を果たしているのが肺です。肺には筋肉がありま

せん。肺がふくらんだり縮んだりする運動は，肋
ろっ

骨
こつ

の間にある肋
ろっ

間
かん

筋
きん

と，胸と腹の間に

ある膜
まく

状の筋肉である横
おう

隔
かく

膜
まく

が働くことによっておこります。横隔膜の働きについて，

次の実験で確かめてみましょう。

実験�　図１のように，底を切ったビンの底をゴム膜でとめます。次に，ゴム栓
せん

にガラス

管を通し，ガラス管の片方にゴム風船を取り付けます。ゴム風船がビンの中に入る

ようにゴム栓をします。ゴム膜を下から引っ張ると風船がふくらみ，戻
もど

すと縮みま

した。

問１　肺は小さな袋
ふくろ

が無数に集まった構造をしています。この小さな袋を何といいます

か。

図１　横隔膜の働きを確かめる実験

ガラス管

ゴム栓

ゴム膜

ビン ゴム風船
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問 2　文章中の下線部について，ゴム膜とゴム風船の動きと空気の流れについて， 

誤っているものを次のア～エから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　ふくらんだゴム風船内の空気はビンの外から入ってくる。

イ　縮んだゴム風船内の空気はビンの中へ送られる。

ウ　ゴム膜を大きく引っ張ると，ゴム風船も大きくふくらむ。

エ�　ガラス管やゴム風船の大きさに関わらず，ゴム膜を引っ張ることで増えた体積が

同じであればゴム風船内に入る空気の体積は同じである。

ヒトの脊
せき

椎
つい

骨
こつ

（背骨）は，頸
けい

椎
つい

（首の骨）から尾
び

骨
こつ

までの数十個の骨をまとめて指す

言葉です。脊椎骨のいくつかには肋骨が付属していて，肋骨は脊椎骨からななめに腹側

にのび，胸
きょう

骨
こつ

につながっています。肋骨と横隔膜で囲まれた空間（胸
きょう

腔
こう

）には肺が入っ

ており，この空間が肋間筋と横隔膜の運動で広がったりせばまったりします。

問 3　ヒトの頸椎の数は 7個です。キリンの頸椎の数を次のア～エから 1つ選び，記

号で答えなさい。

ア　7個　　　イ　14 個　　　ウ　28 個　　　エ　56 個

図 2　肋骨と肋間筋のようす

脊椎骨

胸骨

肋骨
横隔膜

胸骨

外肋間筋

内肋間筋
胸骨が持ち上がり
間隔が広がる
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問 4　肋骨の間には肋間筋とよばれる上下の肋骨を結ぶ筋肉が存在し，横隔膜ととも

に肺の運動にかかわっています。空気を吸うときの肋間筋と横隔膜のはたらきについ

て，図 2を参考に，次の文章中の 　　①　　 ～ 　　③　　 に当てはまる語の組み合わせと

して適当なものを，下のア～エから選び，記号で答えなさい。

肋間筋には外肋間筋と内肋間筋の 2種類が存在します。息を吸うときには外肋間筋

が 　　①　　 と同時に，内肋間筋が 　　②　　 ことで胸骨が持ち上がり，胸骨と脊椎骨の

はばが広がります。さらに，上部にそり上がっていた横隔膜が 　　③　　 ことで，胸腔

の体積が大きくなり，空気を吸うことができるのです。

　　　①　　　　　②　　　　　③

ア　ちぢむ　　　ゆるむ　　　ちぢむ

イ　ちぢむ　　　ゆるむ　　　ゆるむ

ウ　ゆるむ　　　ちぢむ　　　ちぢむ

エ　ゆるむ　　　ちぢむ　　　ゆるむ

問 5　ヒトは呼吸によって肺に取りこんだ空気から酸素を吸収し，二酸化炭素を放出

しています。次の⑴・⑵に答えなさい。なお，大気中の酸素濃
のう

度
ど

は 21％とします。

⑴　大気中の二酸化炭素濃
のう

度
ど

は約 0.04％です。それに対して，呼吸によってはき出さ

れる空気にふくまれる二酸化炭素の濃度は何倍に増えていますか。最も適当なもの

を次のア～ウから 1つ選び，記号で答えなさい。

　ア　10 倍　　　イ　100 倍　　　ウ　1000 倍

⑵　ヒトはリラックスした状態の呼吸で 1分間に 4.2 L の空気から酸素を取りこんで

います。呼吸によってはき出した空気にも酸素がふくまれており，その濃度は

17％です。ヒトが 1分間の呼吸で取りこむ酸素は何mLですか。
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2  　湿
しつ

度
ど

と雲のでき方について次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

ひろし君は図１のように水そうの中に乾
かん

湿
しつ

計を設置してふたをしました。水そうの容

積は 0.2 m3 です。ひろし君が乾湿計を見ると，図 2のようになっていました。右側の

「W
ウェット

ET」という表記がある温度計は，球部がガーゼで包まれ，ガーゼは水にひたされて

います。

なお，湿度とは，その温度において空気がふくむことのできる最大の水蒸気量に対し

て，そのときに空気中にふくまれている水蒸気量を百分率で表したものです。空気がふ

くむことのできる最大の水蒸気量は温度によって変化し，1 m3 の空気がふくむことの

できる最大の水蒸気量を図 3に示しました。

図 1　乾湿計を入れた水そう
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図 2　乾湿計

水
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問１　水そう内の温度は何℃ですか。

問 2　湿度は乾湿計のD
ド ラ イ

RYの温度（乾球示度）とDRYとWETの差（乾湿示差）を

用いて，表の値を読み取ります。水そう内の湿度は何％ですか。

問 3　WETの温度がDRYの温度より低いのはなぜですか，説明しなさい。

問 4　乾湿計が図 2のとき，水そう内にふくまれる水蒸気量は何 gですか。最も適当

なものを次のア～エから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　2.9 g　　　イ　3.3 g　　　ウ　4.0 g　　　エ　4.5 g

問 5　ひろし君は水そうを外から冷やしました。このときの湿度は冷やす前と比べて

どのように変化しますか。次のア～ウから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　高くなる　　　イ　低くなる　　　ウ　変化しない

図 3　空気 1�m3 あたりの最大水蒸気量

60

50

40

30

20

10

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
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ひろし君は雲のできかたを調べるため次の実験を行いました。

ペットボトルに少量の水を入れて密
みっ

封
ぷう

し，図 4のように空気入れでペットボトルが

パンパンになるまで空気を入れました。そしてふたを開けると，大きな音が鳴るととも

に，ペットボトルの中が白くなりました。

これらは雲のでき方に関係があります。

問 6　雲のでき方について説明した次の文章中の①～⑤について，それぞれの｛　　｝

内から正しいものを選び，答えなさい。

太陽の光によってあたためられた空気のかたまりは，①｛ 重く・軽く ｝なって上
じょう

昇
しょう

します。上空は気圧が低いので，上昇した空気のかたまりは，体積が ②｛ 大きく・小

さく ｝なり，温度が ③｛ 上がり・下がり ｝ます。空気のかたまりの温度がある温度

より ④｛高く・低く｝なると，空気中にふくみきれなくなった水蒸気が細かい水滴に

なり，上空に浮かびます。これが雲です。

空気のかたまりがさらに上昇すると，雲は大きく成長し，空気の温度が ⑤｛ 上が

り・下がり ｝，雲の中に氷の小さなつぶ（氷
ひょう

晶
しょう

）もふくまれるようになります。

図 4　実験装置
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3　水
すい

溶
よう

液と気体の性質について次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

マグネシウムを塩酸に入れると，気体Ａを発生させながらマグネシウムが溶
と

けていき

ます。また，アルミニウムを水酸化ナトリウム水溶液に入れると，気体Ｂを発生させな

がらアルミニウムが溶けていきます。

問１　アルミニウムの他に，水酸化ナトリウム水溶液に溶ける金属を１つ答えなさい。

問 2　塩酸に溶けない金属を１つ答えなさい。

問 3　気体Ａと気体Ｂについて説明した文ア～カがあります。この中から正しいもの

を 2つ選び，記号で答えなさい。

ア　気体Ａと気体Ｂは同じ気体である。

イ　気体Ａには，においがある。

ウ　気体Ａにマッチの火を近づけると，音をたてて燃える。

エ　気体Ｂに火のついた線香を入れると，火が消える。

オ　気体Ｂは下方置
ち

換
かん

で集めることが可能である。

カ　気体Ｂは光合成により，植物がつくり出す気体である。
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ここに，濃度の異なる塩酸と水酸化ナトリウム水溶液があります。この塩酸 600 mL

を中和するためには 300 mL の水酸化ナトリウム水溶液が必要でした。

この塩酸 600 mL に 1.2 g のマグネシウムを入れたところ，マグネシウムはすべて溶

け，1.2 L の気体Ａが発生しました。反応後の塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を加えた

ところ，150 mL を加えたときに中和しました。

問 4　600 mL の塩酸に 0.6 g のマグネシウムを入れ，すべて溶けるまでしばらくおき

ました。反応後の塩酸を中和するのに必要な水酸化ナトリウム水溶液は何mLです

か。

問 5　最初の濃度の 300 mL の塩酸にマグネシウムを入れていったときに発生する気体

Ａの体積をグラフで表しなさい。グラフの横軸
じく

は加えたマグネシウムの質量，縦軸は

発生した気体Ａの体積を表しています。

問 6　最初の濃度の塩酸 400 mL と，最初の濃度の水酸化ナトリウム水溶液 100 mL を

混ぜた水溶液に，1 g のマグネシウムを加えて，反応が終わるまでしばらくおきまし

た。反応が終わるまでに気体Ａは何 L発生しましたか。
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4　ばねばかりとひもをつないで作った装置ＡとＢがあります（図１）。ばねばかりの

長さは 30 cm，ひもの長さは 80 cmで，全体の長さは 110 cmです。ばねばかりは重

さ 500 g まで測ることができ，つるすおもりの重さとともに一定の割合で長さが変化

します。ひもはのびないものとし，ばねばかりとひもは軽く，重さは無視します。あ

との問いに答えなさい。

実験１�　ＡとＢの上側の端
はし

Ａ１，Ｂ１を天
てん

井
じょう

に固定し，下側の端Ａ２，Ｂ２にそれぞれ重

さ 200 g のおもりをつるすと，ばねばかりは 200 g を示しました。このとき，ば

ねばかりが 10 cmのびて，ＡとＢ（Ａ１Ａ２間，Ｂ１Ｂ２間）の長さがそれぞれ

120 cmになりました（図 2）。

実験 2 �　Ａの上側の端Ａ１を天井に，下側の端Ａ２を床
ゆか

に固定して全体の長さを調節す

ると，ばねばかりが 200 g を示しました（図 3）。次に，ばねばかりにかごをつ

るし，かごに少しずつ砂を入れていくと，やがてひもがたるみましたが，その

後も砂を入れ続けました。かごは軽く，重さは無視します。

図 1

30cm

80cm

110cm

80cm

30cm

ひも

ひも
ばねばかり

ばねばかり

A2 B2

A1 B1

装置Ａ 装置Ｂ
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問１　ばねばかりの表示が 300 g のとき，かごに入れた砂の重さは何 gですか。

実験 3　装置Ｂのひもをかけたかっ車を手で持ち，Ｂ１を床に固定しました。Ｂ２には

重さ 200 g のおもりをつなぎ，床に置きました。このとき，ばねばかりは 0 g を示し

ました（図 4）。その後，かっ車をゆっくり引き上げていくと，ばねばかりの表示が

変化し，やがておもりが床から離
はな

れました。

　　　　　　　 

問 2　おもりが床から離れるとき，ばねばかりの表示は何 gですか。

問 3　おもりが床から離れるまで，かっ車を引き上げた距
きょ

離
り

は何 cmですか。

図 4

図 3図 2

120cm

おもり
200g

おもり
200g

天井
表示
200g

A2

A1

装置Ａ 装置Ｂ

表示
200g

B1

B2

はじめの
表示 200g

砂を少しずつ
入れていく

かご

天井

床
A2

A1

装置Ａ

はじめの
表示 0g

かっ車

手で持ち，ゆっくり上げる

Ｂ1

Ｂ2

装置Ｂ

おもり
200g
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実験 4　図 5のように上側の端Ａ１，Ｂ１を天井に固定し，下側の端Ａ２，Ｂ２にある重

さのおもりをつるしました。次に，軽い棒とばねばかりＣ（上側の端をＣ１，下側の

端をＣ２とする）を使って，ＡとＢのばねばかりのあいだをつなぎました。ＣはＡ，

Ｂと同じばねばかりで，力がはたらかないときの長さは 30 cmです。このとき，Ａ，

Ｂ，Ｃ，おもりはともに傾
かたむ

きませんでした。

　

　　　　　　 

問 4　ばねばかりＣは 100 g を表示し，ＡとＢのばねばかりの表示がある値で同じにな

りました。

⑴　装置Ａ（Ｂ）のばねばかりの表示は何 gですか。

⑵　おもりの重さは何 gですか。

問 5　ここでＣを外すと，おもりは何 cm上
じょう

昇
しょう

または下降しますか。このとき，おもり

は傾かないものとします。

（問題は以上です。）

図 5

ばねばかり

おもり

ばねばかり

軽い棒

軽い棒

A1

A2

B1

Ｃ1

Ｃ

Ｃ2

B2

装置Ａ 装置Ｂ

80cm

80cm
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　　　　　　　2021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20ページです。
　　問題は 4～17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 　次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

日本の中心はどこですか、と聞かれると、日本の首都で政治・経済の中心である東京
と答える人が大多数だと思います。しかし、地方に行くと、自分のまちが日本の中心だ
と答える人も多くいます。次の地図１中の①～⑤は、日本の中心であるとアピールして
いるいくつかの都市を示しています。これらに関するあとの問いに答えなさい。

地図 1

問１　地図１中の①と③のまちはどのような中心だとアピールしていますか、次のア～
エから１つずつ選び、記号で答えなさい。

ア　北
ほく

緯
い

36度の緯線と東経138度の経線がちょうど交差する、緯度や経度からみた中
心である。

イ　日本列島がおさまるように書いた最も小さい円の中心である。
ウ　北海道の宗

そう

谷
や

岬
みさき

と鹿児島県の佐
さ た

多岬
みさき

を結ぶ線と、日本海側の海岸線の真ん中と太
平洋側の海岸線の真ん中を結ぶ線がちょうど交差する点である。

エ　日本の国土を下から１点で支えようとしたとき、ちょうどバランスが保てる点で
ある。
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問 2 　地図１中の①・②・③付近の雨温図を、次のア～エから１つずつ選び、それぞ
れ記号で答えなさい。

　　　  　ア　　　　　　　　 イ　　　　　　　　  ウ　　　　　　　　 エ

問 3 　次のグラフＡ～Ｄは、2018年に地図１中の①・②・③がある県で多く生産され
た農産物のおもな生産県と全国にしめる割合を表したものです。それぞれのグラフが
表す農産物を下のア～エから１つずつ選び、記号で答えなさい。

ア　いちご　　　イ　にんじん　　　ウ　日本なし　　　エ　レタス
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  （気象庁ホームページより）

  （『日本国勢図会2020/21』より）
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問 4 　地図１中の④は岐阜県関
せき

市を示しています。次の問い ⑴・⑵ に答えなさい。

⑴ 　関市は鎌倉時代から始まる刀造りで有名で、江戸時代以降は包丁・小刀・はさみ
などの家庭用刃

は

物
もの

の産地へとうつりかわり、日本有数の刃物生産地となっていま
す。同じような産地は日本各地に存在します。次の２つのグラフは、それぞれ2018
年に包丁、食

しょく

卓
たく

用ナイフ・フォーク・スプーンを生産したおもな都道府県と全国に
しめる割合をそれぞれ表したものです。グラフ中のａ・ｂにあてはまる都道府県
を、あとのア～エから１つずつ選び、記号で答えなさい。

ア　岩手県　　　イ　大阪府　　　ウ　富山県　　　エ　新潟県

⑵ 　関市は、平成27年（2015年）国勢調査によって日本における人口重心があること
がわかりました。人口重心とは、図１のように、その地域に分布している人々の一
人一人が同じ重さをもつと仮定して、その地域を支えることができる点のことです。
　 　次ページの地図 2は、昭和40年（1965年）から平成27年（2015年）までの日本の
人口重心のうつりかわりを示したものです。どうして、人口重心が地図 2のよう
に移動しているのでしょうか。移動している方向を必ずあげて、あとの表から読み
取れることをもとに、3 行以内で答えなさい。なお、解答するさいに解答らんの「中
部地方を中心に考えると、」に続くよう答えること。

図 1 　人口重心のイメージ図

岐阜
56.5%

ａ
28.9%

ｂ
7.4%

その他
7.2%

岐阜
1.2%

その他
7.3%

ａ
91.5%

包丁 食卓用ナイフ・フォーク・スプーン

  （『令和元年度 関市の工業』）
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地図 2

  （総務省統計局ホームページより）

年代 九州 四国 中国 近畿 中部 関東 東北 北海道

昭和40（1965）年 12.6% 4.0% 7.0% 16.1% 19.1% 26.7% 9.3% 5.3%

昭和50（1975）年 12.0% 3.6% 6.6% 16.8% 18.6% 29.3% 8.2% 4.8%

昭和60（1985）年 11.9% 3.5% 6.4% 16.6% 18.5% 30.4% 8.0% 4.7%

平成 7（1995）年 11.7% 3.3% 6.2% 16.4% 18.5% 31.5% 7.8% 4.5%

平成17（2005）年 11.5% 3.2% 6.0% 16.4% 18.5% 32.5% 7.5% 4.4%

平成27（2015）年 11.4% 3.0% 5.9% 16.3% 18.3% 33.8% 7.1% 4.2%

表１　日本全国の人口における地方の人口のしめる割合

  （『数字でみる日本の100年 改訂第 7版』より）

昭和40年

50年 60年

平成7年 17年

27年
山県市

美濃市

郡上市 下呂市

七宗町

川辺町

富加町
美濃加茂市

関市
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問 5 　地図１中の⑤は兵庫県西
にしわき

脇市を示しています。西脇市は北緯35度の緯線と東経
135度の経線がちょうど交差する場所に位置し、地元では交差する場所のことを「日
本のへそ」とよんでいます。次の問い ⑴～⑶ に答えなさい。

⑴ 　東経135度の経線は日本の時刻の基準となっているため、何と呼ばれているか、
漢字で答えなさい。

⑵ 　西脇市では、「日本へそ公園」や「日本へそ公園駅」と名づけられたり、「へその
西脇・織物まつり」やマラソン大会が開

かい

催
さい

されるなど、大々的にアピールしていま
す。このようなアピールがおこなわれている目的として明らかにあやまっているも

のを、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア　東京にある省庁のいくつかを移転させて、市の人口を増やすため。
イ　観光客を多く呼びこんで、地元の人々の収入を増やすため。
ウ　市のイメージを高めることで、地元の産業の活性化をはかるため。
エ　市民が自分たちの住む地域に親しみとほこりを持てるようにするため。

⑶ 　西脇市は、市外に対して「日本のへそ」を大々的にアピールする一方で、市内に
住む人々には市の情報を早く、正確に共有してもらうために、使いやすくわかりや
すいホームページを作成しています。次ページの図 2は西脇市のホームページの
一部です。図 2の上部には、クリックすると背景色を変えたり文字を大きくした
りでき、高

こう

齢
れい

者や障害者などの人々にも利用しやすいように工夫されています。で
は、日本語を母語にしない人々に対して、ホームページではどのようなことが工夫
されていますか、 2 つあげなさい。



― 8 ― ― 9 ―

図 2

  （西脇市ホームページ  2020年 8 月11日より）
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2  　次のＡ～Ｃの文章は、これまで行ったことのある歴史に関連する施
し

設
せつ

について海陽
学園の生徒がまとめたレポートの一部です。それぞれの文章を読み、あとの問いに答
えなさい。

Ａ　海君のレポート

ぼくは、愛知県名古屋市にある徳川美術館に行きました。徳川美術館は、御三家
の一つである（　１　）藩の徳川家に伝えられた美術品を多く所蔵しています。な
かでも、①『源氏物語』を絵画化した作品である「源氏物語絵巻」が有名で、国宝
に指定されています。
徳川美術館は多くの企

き

画
かく

展をもよおしており、ぼくが行った時には「合戦図－
もののふたちの勇姿を描

えが

く」という展覧会が開かれていました。この展覧会では、 

②さまざまな合戦をモチーフにした絵巻や屏
びょう

風
ぶ

が展示されていましたが、とくに印
象に残ったのは織田信長と徳川家康の連合軍が③武田氏を破った（　 2　）の戦
いについて描かれた屏風でした。騎

き ば

馬隊を防ぐための柵
さく

や堀
ほり

が描かれ、織田・徳川
連合軍が鉄

てっぽう

砲を有効に活用した様子が一目で分かりました。

問１　文中の空らん（　１　）・（　 2　）にあてはまる語句を漢字で答えなさい。

問 2 　下線部①について、『源氏物語』が書かれた時期に近いころのできごととして最
も適当なものを、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア　紀貫之らが『古今和歌集』を編集した。
イ　琵琶法師によって『平家物語』が語られた。
ウ　空海が高野山に金剛峯寺を建てた。
エ　藤原頼通が宇治に平等院鳳凰堂を建てた。
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問 3 　下線部②について、さまざまな合戦について説明した次の文ア～エを、古いも

のから順にならべ、解答らんに合うように答えなさい。

ア　元への服属をこばんだ日本に対し、元軍が二度にわたり攻めてきた。
イ　源義家が清原氏を助けて、東北地方の戦乱をしずめた。
ウ　源義朝らが兵を挙げたが、武力にまさる平清盛の軍に敗れた。
エ　源頼朝の命令を受けて、弟の源義経らが平氏をほろぼした。
　　　

問 4 　下線部③について、武田氏などの戦国大名が自国の領地の支配を固めるために
制定したきまりを何というか、漢字で答えなさい。

Ｂ　陽君のレポート

北海道出身のぼくは、今年の夏に帰省した際に、北海道白
しらおい

老町に新しくできた国
立アイヌ民族博物館を訪れました。この博物館は日本で 8番目となる国立博物館
で、先住民族のアイヌをテーマにしています。
展示室では、アイヌの視点で、ことば・文化・歴史についての説明がなされてお
り、アイヌが持っていた独自の精神世界について理解することができました。江戸
時代に徳川家康が（　 3　）藩に対してアイヌとの交易の独占

せん

を認めた文書の複製
も展示されており、④蝦

え ぞ

夷地の交易の実態が分かりやすく示されていました。また、
明治時代に置かれた開拓使がサケ漁や仕かけ弓の使用を禁止し、アイヌの生活に
大きな影

えい

響
きょう

を与えたという説明がありました。北海道には⑤屯田兵が置かれたり、 

⑥札幌農学校が開かれたりしましたが、このようなできごとについて政府側だけで
はなく先住民族側の視点から考えてみることも大切だと思いました。

問 5 　文中の空らん（　 3　）にあてはまる語句を漢字で答えなさい。
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問 6 　下線部④について、蝦夷地の交易に関する以下の問いに答えなさい。

⑴ 　蝦夷地では、江戸時代にニシン漁がさかんでした。ニシンは各地に送られ、食用
としてだけでなく、イワシの代わりとしても用いられました。食用以外にニシンが
どのような使われ方をしたのか、答えなさい。

⑵ 　17世紀後半に、蝦夷地における不公平な取り引きに怒ったアイヌの人々を率いて
兵を挙げたものの、敗れたアイヌの首長はだれか、答えなさい。

問 7 　下線部⑤について、没
ぼつ

落
らく

した士族の救済以外に、屯田兵の目的を 2 つあげなさ
い。

問 8 　下線部⑥について、おやとい外国人として札幌農学校の教育にあたった人物は
だれか、答えなさい。

Ｃ　学君のレポート

ぼくは、東京都千代田区にある憲政記念館を見学しました。この施設は、憲政の
功労者である⑦尾崎行雄を記念して建てられたものが、そのはじまりです。
憲政とは、憲法にもとづいておこなわれる政治のことです。憲政記念館には大日
本帝国憲法と日本国憲法を軸

じく

にした展示があり、政治家の手紙や日記などが、日本
の憲政の歩みをうまく伝えられるように配置されていました。とくに、大日本帝国
憲法の制定を中心になって進めた伊藤博文に関する展示品が多くあり、⑧自由民権
運動の盛り上がりに対して⑨伊藤博文を中心とする政府がどのように対応しようと
したのかということがよく分かりました。大正時代には、⑩「憲政の常道」とよば
れる政党政治がはじまり、民意に基づいた憲政を実現しようと多くの政治家が努力
していたことに感動しました。また、軍部の発言力が高まっていた昭和戦前期に、
軍部の政治への干

かん

渉
しょう

を批判した人物がいたこともはじめて知りました。それにもか
かわらず、⑪日本が戦争への道に突

つ

き進んだ理由を考えてみたいと思いました。
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問 9 　下線部⑦について、尾崎行雄がおこなったこととして正しいものを、次のア～
エから１つ選び、記号で答えなさい。　

ア　第１回総選挙から連続で当選して貴族院議員となった。
イ　国会開設の詔を受けて立憲改進党をつくり、党首となった。
ウ　桂太郎内閣に対して、藩閥政治を批判し、護憲運動を展開した。
エ　普通選挙に基づく政党政治の実現を主張し、首相となった。

問10　下線部⑧について、自由民権運動がさかんになるきっかけとなった、1874年に
板垣退助らが政府に提出した意見書を何というか、答えなさい。

問11　下線部⑨について、伊藤博文が中心となって大日本帝国憲法の制定を進めてい
た時期に起こったできごとを、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア　小村寿太郎がアメリカとの間に条約を結び、関税自主権の回復に成功した。
イ　ノルマントン号事件をきっかけに、条約改正を求める声が高まった。
ウ　陸奥宗光がイギリスとの交渉に成功し、治外法権の撤

てっぱい

廃が認められた。
エ　条約改正を目指して岩倉使節団がアメリカやヨーロッパに派

は

遣
けん

された。

問12　下線部⑩のころに成立した治安維持法はどのような目的で制定されたか、説明
しなさい。

問13　下線部⑪に関するできごとをのべた次の文ア～エを、古いものから順にならべ、
解答らんに合うように答えなさい。

ア　満州事変が起こった。
イ　世界恐慌が起こった。
ウ　二・二六事件が起こった。
エ　大政翼賛会が成立した。
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3 　次の文章を読み、あとの問いに答えなさい。

25年間のことを、１世紀の 4分の１という意味で四
し

半
はん

世紀といいます。2020年となり、

①アジア・太平洋戦争が終結してから75年が過ぎました。この期間の日本社会がどのよ
うな様子だったのか、簡単に振

ふ

り返ってみます。
最初の四半世紀は、復興と成長の時代といえるでしょう。②日本国憲法が施行され、

1950年代の初めに独立を回復します。日本の経済も③朝鮮戦争での特
とく

需
じゅ

により、50年代
の半ばには戦前の水準にまで戻

もど

りました。1960年代は、国民の所得を 2倍にする計画の
もと、④毎年の成長率が平均10％を超

こ

える形で発展します。60年代の半ばには国際社会
での地位も上がり、名実ともに先進国の仲間入りをしました。
1970年以降の四半世紀は、国際情勢の影

えい

響
きょう

を受け、変化と対応が求められた時代とい
えるでしょう。1973年と1979年の（　１　）には、省エネなどのさまざまな方法で大変
な状

じょう

況
きょう

を乗り切り、経済大国としての地位を確立していきます。他方で、国民への借金
として国債が継

けい

続
ぞく

的に発行されるようになりました。⑤1980年代にはアメリカなどとの
貿易摩

ま

擦
さつ

が激しくなる中、輸出をおさえ、国内の需要を増やすことに力を入れます。さ
らに、お金を借りやすくするために金利も下げたことで、国内の不動産や株式がより買
われるようになりました。そのため、それらの価格が本来の価値よりも急激に高くなっ
ていく（　 2　）経済が発生しました。しかし、（　 2　）経済は1990年代の初めに崩

ほう

壊
かい

し、銀行が倒産したり、働いていた人々が失業したりするなど、日本は「失われた20
年」とよばれた長期の停

ていたい

滞期になりました。また、冷戦が終わり、日本は新たな国際協
力が求められました。ＰＫＯ協力法を成立させて自衛隊の海外派

は

遣
けん

を始めるなど、お金
だけではなく、人的な貢

こうけん

献も強めました。
1990年代半ばから現在までの四半世紀は、グローバル化が進む中、⑥さまざまな課題
に取り組んでいる時代といえるでしょう。国内では、2000年代初めの構造改革などによ
り、景気は次第に上向きます。ただし、成長率は低く「実感なき回復」とよばれまし
た。その後、2008年にリーマン・ショック、2011年には⑦東日本大震

しん

災にみまわれ、日
本社会は大きな打

だ

撃
げき

を受けました。不況対策や⑧地方再生も含
ふく

めた政策が実施されまし
たが、老年人口が21％を上回る⑨超高齢社会となり、従来のような政策を進めることは
難しくなっています。対外的には、環

かん

境
きょう

問題、貧困や格差の問題などの地球規模の課題
に、日本がどう関わっていくかをより一層考えなければなりません。
以上のように、日本は戦後、世界でも例を見ないような形でよみがえってきました。
先人たちが歩んできた道の先を、わたしたちが進めない理由はないはずです。新型コロ
ナウイルスの影響で先行きは不

ふ

透
とう

明
めい

かもしれませんが、まずは、明るく、希望を持って、
一歩を踏

ふ

み出してみましょう。
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問１　文中の空らん（　１　）・（　 2　）にあてはまる語句を答えなさい。空らん
（　 2　）についてはカタカナ 3 字で答えなさい。

問 2 　下線部①について、日本は戦争での唯
ゆい

一
いつ

の被
ひ

爆
ばく

国として非核三原則をかかげて
います。その内容を解答らんに合わせて答えなさい。

問 3 　下線部②についての記述として最も適当なものを、次のア～エから１つ選び、記
号で答えなさい。

ア　象徴である天皇は、国の政治に関わる権限をもち、内閣の助言と承認にもとづい
て国事行為をおこなう。

イ　憲法に定められた基本的人権は、おかすことのできない権利として、現在の国民
にのみ保障される。

ウ　前文で戦争の惨
さん

禍
か

を起こさない決意が示されているが、 9条で交戦権そのものは
否定されない。

エ　最高裁判所や高等・地方裁判所は、法律や政令が憲法に違反していないかを審
しん

査
さ

することができる。

問 4 　下線部③をきっかけに、ＧＨＱの指令により1950年に創設された、現在の自衛
隊につながる組織の名を漢字で答えなさい。

問 5 　下線部④について、この時期は経済が発展する一方で、人々の健康や生活環境
に悪影響をもたらす公害が社会で見えてくるようになりました。公害に関する記述と
して最も適当なものを、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア　水俣病は、大気中に排
はい

出
しゅつ

された有機水銀により、人間の神経系に健康被害をもた
らしたものである。

イ　カドミウムにより骨がもろくなるイタイイタイ病は、四大公害病に数えられている。
ウ　工場からの騒

そう

音
おん

や振
しん

動
どう

、悪
あく

臭
しゅう

は、身近でおこるため、典型的な七つの公害には含
まれない。

エ　地
ち

殻
かく

変動による地
じ

盤
ばん

沈下も、公害として、政府や地方公共団体が対策・対応する
必要がある。
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問 6 　下線部⑤について、1980年代に起きたことに関する記述として最も適当なもの
を、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア　オリンピックが開
かいさい

催され、長野新幹線も開通した。
イ　国鉄や電信電話公社などが民営化された。
ウ　大阪で万国博覧会、沖縄で国際海洋博覧会が開催された。
エ　国民総生産がアメリカに次ぐ世界第 2位に初めてなった。

問 7 　下線部⑥について、さまざまな課題に取り組む中で、日本の省庁も再編されま
した。省庁に関する記述として最も適当なものを、次のア～エから１つ選び、記号で
答えなさい。

ア　予算や財政などに関する仕事は、総務省がおこなう。
イ　金

きん

融
ゆう

機関の監
かんとく

督などの金融制度に関する仕事は、財務省がおこなう。
ウ　貿易やエネルギーに関する仕事は、経済産業省がおこなう。
エ　国の行政組織や地方自治、通信などに関する仕事は、国土交通省がおこなう。

問 8 　下線部⑦について、東日本大震災への対応に関する記述として適当でないもの

を、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア　緊
きん

急
きゅう

災害対策本部が設けられ、数回にわたって補正予算が組まれた。
イ　各地の消防署から緊急消防援助隊が集まり、自衛隊の災害派遣は過去最大の規模
となった。

ウ　自衛隊や日本赤十字社に対して救助を要請し、食料や生活物資の支援がおこなわ
れた。

エ　被災した地域の復旧と再生を目的とした復興庁が発足し、全国の災害からの復興
を担当することとなった。
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問 9 　下線部⑧について、地方選挙に関する記述として適当でないものを、次のア～
エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア　都道府県知事に立候補できる最低年齢は、参議院議員のそれと同じである。
イ　都道府県議会の議員に立候補できる最低年齢は、参議院議員のそれと同じであ
る。

ウ　市町村長に立候補できる最低年齢は、衆議院議員のそれと同じである。
エ　市町村議会の議員に立候補できる最低年齢は、衆議院議員のそれと同じである。

問10　下線部⑨について、次のグラフは、日本の2019年度の歳
さい

入
にゅう

を示したものです。
公
こうさい

債金が 3割以上をしめています。超高齢社会と人口減少を迎
むか

える中、収入面では、
借金に頼

たよ

らず税収を増やしていくことが大切といえるでしょう。
　　例えば、企

き

業
ぎょう

の技術革新を刺
し

激
げき

するために投資を増やしていくような政策をとれ
ば、企業の収入が増え、法人税の増収が見こめます。所得税を増やすためには、日本
政府はどのような政策をおこなう必要があると考えますか。税率を上げる以外で具体
的に説明しなさい。

グラフ

  （『日本のすがた2020 ―表とグラフでみる社会科資料集―』より）

  （問題は以上です。）

所得税
19.6％

消費税
19.1

法人税
12.7

その他
10.2その他

収入

6.2

公債金
32.2

租税
そ

および
印紙

収入

61.6％

一般会計
歳入
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の総ページ数は 12 ページです。 

問題は 4～10 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。 
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二
〇
二
一
年
度 入

試
Ⅱ 

 

視
聴
型
総
合
問
題 

（
国
語
分
野
） 

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
子

さ

っ

し

の
総
ペ
ー
ジ
数
は
12
ペ
ー
ジ
で
す
。
問
題
は
3
～
10
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
は
、
「
、
」
や
「
。
」
な
ど
も
字
数
に
ふ
く
み
ま
す
。 

五
、
受
験
番
号
は
漢
字
で
な
く
、
算
用
数
字
で
記
入
し
な
さ
い
。 
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問
題
は
全
部
で
8
問
あ
り
ま
す
。
読
み
上
げ
ら
れ
る
問
題
文
や
質
問
は
、
問
題
用
紙
の
空
白
部
分
に
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
ま
し
ょ
う
。 

  

問
題
1 

こ
れ
か
ら
A
・
B
の
二
組
に
つ
い
て
、
同
音
異
義
語
を
使
っ
た
二
つ
の
文
を
読
み
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
に
あ
て
は
ま
る
漢
字
（
熟
語
）
を

一
つ
選
び
な
さ
い
。 

  
 

A 

ソ
ウ
イ 

 
 

 

ア 

創
意 

 
 

イ 

総
意 

 
 

ウ 

相
違 

  
 

B 

キ
カ
ン 

 
 

 

ア 

気
管 

 
 

イ 

期
間 

 
 

ウ 

機
関 
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問
題
2 

こ
れ
か
ら
短
い
文
章
を
二
つ
読
み
ま
す
。
話
の
内
容
に
合
っ
て
い
る
言
葉
を
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

  
 

⑴ 
ア 

帯
に
短
し
た
す
き
に
長
し 

 
 

 
 

イ 
二
階
か
ら
目
薬 

 
 

 
 

ウ 

石
橋
を
た
た
い
て
渡
る 

 
 

 
 

エ 

す
ず
め
百
ま
で
お
ど
り
忘
れ
ず 

  
 

⑵ 

ア 

ち
ょ
う
ち
ん
に
釣つ

り
鐘が

ね 

 
 

 
 

イ 

千
里
の
道
も
一
歩
か
ら 

 
 

 
 

ウ 

朱し
ゅ

に
交
わ
れ
ば
赤
く
な
る 

 
 

 
 

エ 

一
寸
の
光こ

う

陰い
ん

軽
ん
ず
べ
か
ら
ず 
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問
題
3  

美
奈
子
さ
ん
が
バ
ス
の
時
刻
に
つ
い
て
バ
ス
会
社
の
人
に
電
話
で
聞
い
て
い
ま
す
。
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ

い
。 

  
 

問
1 
し
ら
さ
ぎ
台
駅
か
ら
羽
田
空
港
ま
で
何
分
く
ら
い
か
か
り
ま
す
か
。 

  
 

問
2 

美
奈
子
さ
ん
は
何
時
に
羽
田
空
港
に
着
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
か
。 

  
 

問
3 

美
奈
子
さ
ん
は
何
時
の
バ
ス
に
乗
り
ま
す
か
。
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
最
も
よ
い
も
の
を
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 
 

 

ア 

15:40 
 
 

イ 

16:10 
 

 

ウ 
16:40 

 
 

エ 

17:10 
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問
題
4 

教
室
で
先
生
が
明
日
の
遠
足
に
つ
い
て
話
し
て
い
ま
す
。
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

問
い 
遠
足
に
行
く
か
ど
う
か
判
断
し
に
く
い
と
き
は
ど
う
し
ま
す
か
。
正
し
い
も
の
に
○
を
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
は
×
を
つ
け
な
さ
い
。 

  
 

 

ア 

予
定
通
り
七
時
三
〇
分
に
教
室
に
集
ま
る
。 

 
 

 

イ 

教
科
書
を
持
っ
て
八
時
三
〇
分
に
登
校
す
る
。 

 
 

 

ウ 

朝
六
時
に
自
宅
で
メ
ー
ル
を
待
つ
。 

 
 

 

エ 

朝
六
時
に
学
校
に
電
話
す
る
。 

  

問
題
5 

こ
れ
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
原げ

ん

稿こ
う

を
読
み
ま
す
。
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

問
い 

ニ
ュ
ー
ス
の
内
容
と
合
っ
て
い
る
も
の
に
○
を
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
は
×
を
つ
け
な
さ
い
。 

  
 

 

ア 

駅
の
ホ
ー
ム
で
不
注
意
に
よ
っ
て
命
を
落
と
す
人
が
今
年
に
入
っ
て
か
ら
急
増
し
て
い
る
。 

 
 

 

イ 

駅
の
ホ
ー
ム
で
携け

い

帯た
い

電
話
を
落
と
す
人
や
電
車
に
接せ

っ

触
し
よ
く

す
る
人
が
四
月
か
ら
十
月
ま
で
で
百
四
十
三
件
あ
っ
た
。 

 
 

 

ウ 

駅
の
ホ
ー
ム
で
不
注
意
に
よ
る
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
ポ
ス
タ
ー
な
ど
で
注
意
を
呼
び
か
け
て
い
る
。 

 
 

 

エ 

駅
の
ホ
ー
ム
で
お
酒
に
酔よ

っ
た
人
が
ホ
ー
ム
に
落
ち
る
事
故
が
こ
の
一
年
間
で
百
四
十
三
件
あ
っ
た
。 



― 7―  

問
題
6  

中
学
生
の
ユ
ウ
ジ
く
ん
と
お
母
さ
ん
の
家
の
中
で
の
会
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

問
い 
ユ
ウ
ジ
く
ん
と
お
母
さ
ん
の
会
話
の
中
で
、
チ
ャ
イ
ム
に
よ
っ
て
消
さ
れ
た
部
分
に
何
を
入
れ
た
ら
い
い
か
、
会
話
の
内
容
に
合
う
よ
う
に

自
分
で
考
え
て
、
三
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。 
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問
題
7  

こ
れ
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
原
稿
を
読
み
ま
す
。
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

問
１ 
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
合
う
グ
ラ
フ
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
最
も
よ
い
も
の
を
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 

       

  
 

問
2 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ゴ
ミ
に
よ
る
海
洋
汚お

染せ
ん

の
具
体
例
と
し
て
、
世
界
中
の
海
岸
に
ゴ
ミ
が
漂

ひ
ょ
う

着
ち
ゃ
く

す
る
こ
と
と
、
あ
と
一
つ
何
を
挙
げ
て
い

ま
す
か
。
三
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。 

  

有料化などに取り組むスーパーで 

レジ袋を断る人の割合（単位：％） 

※日本チェーンストア協会調べ 

ア 

イ 

ウ 

エ 
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問
3 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ゴ
ミ
を
減
ら
す
対
策
と
し
て
、
何
を
す
べ
き
と
言
っ
て
い
る
か
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
使
用
量
を
減
ら
す
こ
と
と
、
も
う
一

つ
何
を
す
べ
き
と
言
っ
て
い
る
か
、
二
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。 
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問
題
8 

こ
れ
か
ら
読
書
の
大
切
さ
に
つ
い
て
担
任
の
山
口
先
生
が
話
を
し
ま
す
。
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 
 

問
1 

メ
モ
を
参
考
に
、
解
答
用
紙
の
空
ら
ん
に
適
語
を
入
れ
な
さ
い
。 

  
 

問
2 

山
口
先
生
の
話
を
聞
い
て
、
「
読
書
を
自
分
の
も
の
に
す
る
」
と
は
ど
う
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
か
。
自
分
の
考
え
を
、
理
由
を
つ
け

て
百
二
十
字
～
百
四
十
字
で
書
き
な
さ
い
。 

 

み
な
さ
ん
、
本
を
読
む
習
慣
は
身
に
つ
い
て
い
ま
す
か
。
今
ま
で
先
生
は
み
ん
な
に
読
ん
で
欲
し
い
本
を
紹
介
し
た
り
、
読
書
感
想
文
を
宿
題

に
し
て
き
ま
し
た
。
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
言
う
な
ら
、
「
自
分
の
た
め
に
な
る
か
ら
本
を
読
み
な
さ
い
」
「
（ 

① 

）
た
め
に
本
を
読
み
な

さ
い
」
と
言
っ
て
き
ま
し
た
。
今
日
は
読
書
の
大
切
さ
に
つ
い
て
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

読
み
た
い
本
を
ど
の
よ
う
に
探
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
ど
ん
な
本
を
読
め
ば
い
い
の
か
困
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
必
要
な
本
を
探
す
、

調
べ
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
に
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
本
の
探
し
方
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
方
法
を
こ
れ
か
ら
み
ん
な

と
一い

っ

緒し
ょ

に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

一
つ
お
す
す
め
す
る
と
し
た
ら
、
実
際
に
図
書
館
へ
行
っ
て
、
本
を
な
が
め
歩
い
た
り
、
手
に
と
っ
て
ぱ
ら
ぱ
ら
と
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
み
る

と
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
（ 

② 
）
」
と
い
い
ま
す
。
何
を
知
り
た
い
の
か
、
興
味
や
関
心
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
き
に
は
、
ぜ
ひ
や

っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
た
く
さ
ん
の
本
に
め
ぐ
り
会
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。 

 

本
を
読
む
こ
と
は
（ 

③ 

）
で
す
が
、
最
近
で
は
映
像
に
よ
る
情
報
も
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
本
を
読
み
、
映
像
で
見
た
こ
と
を
自
分
の
生
活

の
中
に
と
り
入
れ
る
力
を
身
に
つ
け
て
下
さ
い
。
先
生
や
親
の
（ 

④ 

）
で
は
な
く
、
自
ら
本
を
読
む
積
極
性
に
期
待
し
ま
す
。 



140  120 

二
〇
二
一
年
度 

入
試
Ⅱ 

視
聴
型
総
合
問
題（
国
語
分
野
） 

解
答
用
紙 

   

 

   

   

    

        

    

問
題
1 

A 
⑴ 

 

⑵ 
 

B 

⑴ 
 

⑵ 
 

問
題
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⑴ 
 

⑵ 
 

問
題
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問
1 

 

問
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問
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ア 
 

イ 
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問
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イ 
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問
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問
題
7 
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 問
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問
1 

    

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

問
題
8 

問
2 

       問
1 

       ③ ① 

  

         

         

         

         

         

       

  

④ ② 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

受
験
番
号 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

氏
名 

 



140  120 

二
〇
二
一
年
度 

入
試
Ⅱ 

視
聴
型
総
合
問
題

国
語
分
野

 

解
答
用
紙 

   

 

   

   

    

        

    

問
題
1 

A 
⑴ 

ウ 

⑵ 

イ 

B 

⑴ 

イ 

⑵ 

ウ 

問
題
2 

⑴ 

ウ 
⑵ 

エ 

問
題
3 

問
1 

四
十
分

く
ら
い

 

問
2 

十
七
時

ご
ろ

 

問
3 

イ 

問
題
4 

ア 
×

 

イ 
×

 
ウ 

○ 

エ 
×

 

問
題
5 

ア 
×

 

イ 
×

 

ウ 
○ 

エ 
×

 

 

問
題
6 

る お 

の 母 

は さ 

ど ん 

う が 

か お 

な 昼 

あ に 

 お 

 弁 

 当 

 を 

 届 

 け 

 る 

    

問
題
7 

 問
3 

 問
2 

問
1 

る リ ク 海 

エ 

こ サ が の 

と イ 見 生 

 

 ク つ 物 

 

 ル か の  

 す  胃  

 る た の 

 

 取 こ 中 

 

 り と か 

 

 組  ら  

 み 

 プ  

 を 

 ラ 

 

 進 

 ス 

 

 め 

 チ 

 

 る 

 

  

      

 

 

問
題
8 

問
2 

      

 

問
1 

      省
略 

③ ① 

活
字
を
読
む
こ
と 

知
識
を
増
や
す 

      

 

       

       

       

       

       

  

④ ② 

       

押
し
つ
け 

ブ
ラ
ウ
ジ
ン
グ 

       

       

       

       

       

         

         

         

         

         

         

受
験
番
号 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

氏
名 

 



140  120 

二
〇
二
一
年
度 

入
試
Ⅱ 

視
聴
型
総
合
問
題

国
語
分
野

 

解
答
用
紙 

   

 

   

   

    

        

    

問
題
1 

A 
⑴ 

ウ 

⑵ 

イ 

B 

⑴ 

イ 

⑵ 

ウ 

問
題
2 

⑴ 

ウ 
⑵ 

エ 

問
題
3 

問
1 

四
十
分

く
ら
い

 

問
2 

十
七
時

ご
ろ

 

問
3 

イ 

問
題
4 

ア 
×

 

イ 
×

 
ウ 

○ 

エ 
×

 

問
題
5 

ア 
×

 

イ 
×

 

ウ 
○ 

エ 
×

 

 

問
題
6 

る お 

の 母 

は さ 

ど ん 

う が 

か お 

な 昼 

あ に 

 お 

 弁 

 当 

 を 

 届 

 け 

 る 

    

問
題
7 

 問
3 

 問
2 

問
1 

る リ ク 海 

エ 

こ サ が の 

と イ 見 生 

 

 ク つ 物 

 

 ル か の  

 す  胃  

 る た の 

 

 取 こ 中 

 

 り と か 

 

 組  ら  

 み 

 プ  

 を 

 ラ 

 

 進 

 ス 

 

 め 

 チ 

 

 る 

 

  

      

 

 

問
題
8 

問
2 

      

 

問
1 

      省
略 

③ ① 

活
字
を
読
む
こ
と 

知
識
を
増
や
す 

      

 

       

       

       

       

       

  

④ ② 

       

押
し
つ
け 

ブ
ラ
ウ
ジ
ン
グ 

       

       

       

       

       

         

         

         

         

         

         

受
験
番
号 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

氏
名 

 



2021 年度 入試Ⅱ 視聴型総合問題（理科分野） 解答用紙 

受験番号    
 

     氏名  
 

 

 

 

視聴型総合問題（理科分野）に問題冊子はありません。余白部分にメモを取ってもかまいません。採点対象にはなりません。 

問 1 水 溶
よう

 液 色 液 性 

 塩 酸  黄 色  酸 性 

 水酸化ナトリウム  青 色  アルカリ 性 

 クエン酸水溶液  黄 色  酸 性 

 砂 糖 水  緑 色  中 性 

  

問 2 中 性 

  

問 3 酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液が，たがいの性質を打ち消し合うから。 

  

  

問 4 15 cm3 

  

問 5 10 cm3 

  

問 6 黄 色 

  

問 7 水酸化ナトリウム水溶液 を 3 cm3 

 



例：豚肉を、てんぷらのようにころもをつけて揚げる。 

例：新型コロナウイルスの流行により、リモートワークで家から出ずに仕事をする人 

2021 年度 入試Ⅱ 視聴型総合問題（社会分野） 解答用紙 

受験番号    
 

     氏名  
 

 

 

 

視聴型総合問題（社会分野）に問題冊子はありません。余白部分にメモを取ってもかまいません。採点対象にはなりません。 

問 1 ②  →  ③  →  ① 

 
  

問 2 洋食 例：  とんかつ  

 
理由 

  

  

   

問 3 ・ 例：20 世紀にはいるまで、多くの漁船は漁師が手でこいで動かすため、沿岸での漁業しかできなかった 

  から。 

 ・ 例：20 世紀にはいるまで、冷凍・冷蔵技術がなく、輸送手段が人や馬であったため、新鮮なうちに遠く 

  まで運ぶことができなかったから。 

   

問 4 ⑴ ① ア  ② ウ  ③ イ  

 ⑵ ① 個 食 
② 孤 食 

  食の外部化比率 例： 増加する 

  外食比率 例： 減少する 

  あなたの考え  

 ⑶ が増加した。その中で、営業時間を短縮したり、休業したりした飲食店が、テイクアウトの食事を販 

  売するようになったため。 

   

   

 



2021 年度 

入試ⅢⅢ 

算 数 

注意 

1．指示があるまで開かないようにしてください。

2．この冊子
さ っ し

の総ページ数は 12 ページです。 

問題は 4～10 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 １
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２ ２
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３ ３
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４ ４





二
〇
二
一
年
度入

試
Ⅲ

視
聴
型
総
合
問
題 

（
国
語
分
野
） 

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
子

さ

っ

し

の
総
ペ
ー
ジ
数
は
12
ペ
ー
ジ
で
す
。
問
題
は
3
～
10
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
は
、
「
、
」
や
「
。
」
な
ど
も
字
数
に
ふ
く
み
ま
す
。

五
、
受
験
番
号
は
漢
字
で
な
く
、
算
用
数
字
で
記
入
し
な
さ
い
。
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問
題
は
全
部
で
8
問
あ
り
ま
す
。
読
み
上
げ
ら
れ
る
問
題
文
や
質
問
は
、
問
題
用
紙
の
空
白
部
分
に
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
ま
し
ょ
う
。 

問
題
1

こ
れ
か
ら
A
・
B
の
二
組
に
つ
い
て
、
同
音
異
義
語
を
使
っ
た
二
つ
の
文
を
読
み
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
に
あ
て
は
ま
る
漢
字
（
熟
語
）
を

一
つ
選
び
な
さ
い
。 

A

イ
コ
ウ

ア

意
向

イ

移
行

ウ

以
降 

B

カ
イ
セ
イ

ア

快
晴

イ

回
生

ウ

改
正 
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問
題
2 

こ
れ
か
ら
短
い
文
章
を
二
つ
読
み
ま
す
。
話
の
内
容
に
合
っ
て
い
る
言
葉
を
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

  
 

⑴ 
ア 

百
聞
は
一
見
に
し
か
ず 

 
 

 
 

イ 
灯
台
も
と
暗
し 

 
 

 
 

ウ 

ち
り
も
積
も
れ
ば
山
と
な
る 

 
 

 
 

エ 

一
寸
の
虫
に
も
五
分
の

魂
た
ま
し
い 

  
 

⑵ 

ア 

立
つ
鳥
跡あ

と

を
に
ご
さ
ず 

 
 

 
 

イ 

目
く
じ
ら
を
立
て
る 

 
 

 
 

ウ 

弱
り
目
に
た
た
り
目 

 
 

 
 

エ 

仏
の
顔
も
三
度
ま
で 
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問
題
3  

お
父
さ
ん
と
ミ
ユ
キ
さ
ん
が
話
を
し
て
い
ま
す
。
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

問
い 
お
父
さ
ん
は
ど
う
し
て
喜
ん
で
い
ま
す
か
。
解
答
用
紙
に
そ
の
理
由
を
三
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

  

問
題
4 

こ
れ
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
原げ

ん

稿こ
う

を
読
み
ま
す
。
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

問
い 

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
の
内
容
に
合
う
も
の
に
○
を
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
は
×
を
つ
け
な
さ
い
。 

  
 

 

ア 

今
後
は
、
国
内
の
店
よ
り
海
外
の
方
が
増
え
る
見
込
み
で
あ
る
。 

 
 

 

イ 

今
年
、
国
内
の
店
の
数
は
昨
年
よ
り
減
少
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

 

ウ 

海
外
の
店
は
、
韓
国
、
中
国
を
中
心
に
ア
ジ
ア
が
多
い
。 

 
 

 

エ 

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
こ
こ
数
年
コ
ン
ビ
ニ
の
出
店
が
増
え
て
い
る
。 
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問
題
5 

こ
れ
か
ら
あ
る
市
か
ら
市
民
に
向
け
た
お
知
ら
せ
を
読
み
ま
す
。
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

⑴ 
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
型
市
場
調
査
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
次
の
説
明
文
の
空
ら
ん
に
適
語
を
入
れ
て
、
文
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。 

  
 

 
 

サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
型
市
場
調
査
は
市
の
所
有
す
る
土
地
な
ど
の
（ 

① 

）
に
つ
い
て
民
間
事
業
者
か
ら
広
く
意
見
や
（ 

② 

）
を
求
め
、

意
見
交
換
し
な
が
ら
（ 

③ 

）
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
収
集
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
調
査
で
す
。 

  
 

⑵ 

サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
型
市
場
調
査
の
た
め
の
施し

設せ
つ

見
学
会
は
い
つ
行
わ
れ
ま
す
か
。 

  
 

⑶ 

サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
型
市
場
調
査
の
申
込
み
は
ど
こ
に
す
れ
ば
い
い
か
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
も
っ
と
も
よ
い
も
の
を
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

  
 

 

ア 

南
大
和
市
立
富
士
見
児
童
ク
ラ
ブ 

 
 

 

イ 

南
大
和
市
立
富
士
見
第
四
小
学
校 

 
 

 

ウ 

南
大
和
市
役
所
こ
ど
も
福ふ

く

祉し

課 

 
 

 

エ  

南
大
和
市
内
の
民
間
業
者 
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問
題
6 

こ
れ
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
原げ

ん

稿こ
う

を
読
み
ま
す
。
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

問
い 
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
の
内
容
に
合
う
も
の
に
○
を
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
は
×
を
つ
け
な
さ
い
。 

  
 

 

ア 

防
災
対
策
に
力
を
入
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
で
な
け
れ
ば
人
々
は
購こ

う

入
に
ゅ
う

し
な
い
。 

 
 

 

イ 

東
京
ベ
イ
エ
リ
ア
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
売
れ
行
き
が
伸の

び
て
い
る
。 

 
 

 

ウ 

首
都
直
下
型
地
震
に
備
え
な
け
れ
ば
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
は
建
設
で
き
な
い
。 

 
 

 

エ 

防
災
用
の
水
や
食
料
な
ど
を
保
管
す
る
倉
庫
が
各
階
に
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
が
進
ん
で
い
る
。 
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問
題
7  

こ
れ
か
ら
ニ
ュ
ー
ス
原
稿
を
読
み
ま
す
。
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  
 

⑴ 
防
災
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す
る
人
の
割
合
を
示
す
グ
ラ
フ
（
単
位
は
％
）
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
最
も
よ
い
も
の
を
一
つ
選
び

な
さ
い
。 

  
 
 

ア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

エ 
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70代

年代別のインストール率（単位：％）

 
 

⑵ 

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
の
内
容
に
合
う
も
の
に
○
を
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
は
×
を
つ
け
な
さ
い
。
な
お
、
解
答
す
る
に
あ
た
っ
て
「
年
代
別
の
イ
ン

ス
ト
ー
ル
率
」
の
グ
ラ
フ
を
参
考
に
す
る
こ
と
。 

            
 

 

ア 

防
災
ア
プ
リ
は
事
前
に
設
定
し
て
お
け
ば
、
地
震
や
大
雨
な
ど
の
情
報
が
得
ら
れ
る
。 

 

 
 

 

イ 

防
災
ア
プ
リ
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
は
台
風
情
報
や
豪ご

う

雨う

の
情
報
の
み
で
あ
る
。 

 
 
 
 

ウ 

防
災
ア
プ
リ
に
登
録
す
る
の
は
高こ

う

齢れ
い

者
が
中
心
で
、
10
代
・
20
代
の
約
二
倍
の
人
が
登
録
し
て
い
る
。 

 
 

 

エ 

防
災
ア
プ
リ
は
有
料
で
あ
る
が
、
災
害
情
報
を
的
確
に
伝
え
て
く
れ
る
シ
ス
テ
ム
だ
。 

 
 

 

オ 

防
災
ア
プ
リ
は
地
震
や
津つ

波な
み

、
豪
雨
な
ど
の
災
害
情
報
を
い
ち
早
く
伝
え
る
た
め
に
開
発
中
だ
。 
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問
題
8 

こ
れ
か
ら
ト
オ
ル
君
が
夏
休
み
に
読
ん
だ
本
に
つ
い
て
ス
ピ
ー
チ
し
ま
す
。
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
聞
き
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 
 

問
1 

メ
モ
を
参
考
に
、
解
答
用
紙
の
空
ら
ん
に
適
語
を
入
れ
な
さ
い
。 

  
 

問
2 

「
相
手
の
人ひ

と

柄が
ら

や
情
熱
を
感
じ
な
が
ら
聞
く
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
あ
な
た
は
人
の
話
を
聞
く
と
き
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
気
を
つ
け

て
い
ま
す
か
。
あ
な
た
の
考
え
を
百
二
十
字
以
上
、
百
四
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

 

今
日
は
夏
休
み
に
読
ん
だ
、
大
村
は
ま
さ
ん
の
『
日
本
の
教
師
に
伝
え
た
い
こ
と
』
に
つ
い
て
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

大
村
は
ま
さ
ん
は
長
く
中
学
校
で
国
語
を
教
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
本
の
中
で
（ 

 

① 
 

）
と
そ
れ
を
育
て
る
こ
と
の
難
し
さ
を
述
べ
て

い
ま
す
。
話
す
こ
と
や
聞
く
こ
と
は
、
人
が
（ 

 

② 
 

）
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
命
の
一
コ
マ
を
共
に
し
て
い
る
」

と
言
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。
人
と
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
の
大
き
さ
、
そ
し
て
お
互
い
が
お
互
い
の
（ 

 

③ 
 

）

の
大
切
さ
を
改
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

た
だ
意
見
ば
か
り
聞
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
話
を
す
る
人
の
（ 

 

④ 
 

）
や
話
し
方
か
ら
相
手
の
人
柄
や
情
熱
を
感
じ
な
が
ら
聞
く
方

が
い
い
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
ま
で
意
識
し
て
人
の
話
を
聞
い
て
来
な
か
っ
た
と
思
い
、
聞
く
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。 

 

先
生
や
親
は
「
人
の
話
を
よ
く
聞
く
よ
う
に
」
と
よ
く
言
い
ま
す
。
で
も
私
は
そ
の
具
体
的
な
方
法
を
教
わ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聞
く

力
は
決
し
て
（ 

 

⑤ 
 

）
に
生
ま
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
私
は
話
す
人
が
ど
ん
な
こ
と
を
伝
え
た
い
の
か
自
分
の
心
を
動

か
し
な
が
ら
、
何
を
伝
え
た
い
の
か
を
考
え
つ
づ
け
な
が
ら
聞
く
よ
う
に
し
た
い
で
す
。
こ
う
し
た
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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⑵
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④ ③ ①
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2021 年度 入試Ⅲ 視聴型総合問題（理科分野） 解答用紙 

受験番号 氏名 

視聴型総合問題（理科分野）に問題冊子はありません。 

余白部分にメモを取ってもかまいません。余白部分は採点対象にはなりません。 

問 1 問 2 

問 3 Ｆ，Ｇ 

問 4 糸の長さ 

問 5 メトロノーム

問 6 5 cm よりも長くなる 

問 7 い 

問 8 
木の板の質量が大きいほど、移動距離は短くなる。 

あ 

い 

う 

え 

あ 

い 

う 

え 



2021 年度 入試Ⅲ 視聴型総合問題（社会分野） 解答用紙 

受験番号 氏名 

視聴型総合問題（社会分野）に問題冊子はありません。 

余白部分にメモを取ってもかまいません。余白部分は採点対象にはなりません。 

問 1 ⑴ ① 藤原道長 ② 北条泰時 ③ 松平定信

⑵ 代々政治力を持つ、生まれながら支配する側の身分に属していたから。 

⑶ 

例 豊臣秀吉 

理由 農民の身分から実力で天下人になったから。 

問 2 ⑴ 地主 

⑵ 
日露戦争にかかったばく大な戦費をまかなうために増税したことで、結果として直接国税 10 円以上 

納める人の数が増えたため。 

問 3 ⑴ ① ○ ② ○ ③ × 

40 年以上前では、若者の投票率が低くても、当時は若者がたくさんいたので、投票に行った若者の人 

数が多かった。しかし、その後少子高齢化により若者の人口が減り、高齢者の人口が増え続けた。現 

⑵ 
在の若者は人口が少ないのに加えて、投票率も低いままなので、実際に投票に行った若者の数は高齢 

者に比べるととても少ない。このため、投票者数が少ない若い人の意見が政治に反映されにくくなる 

と考えられるから。 
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