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注意

１．指示があるまで開かないようにしてください。

２．この冊
さっし

子の総ページ数は 12 ページです。
　　問題は 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。

　　　　　　　2023 年度

特別給費生入試

算　数

試験時間　60 分
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１

⑴　次の問いに答えなさい。

　あ 　2023 を 2 回かけあわせたものを 23 で割った余りを求めなさい。

　い 　2023 を 2023 回かけあわせたものを 23 で割った余りを求めなさい。

⑵　三角形ABCの面積と斜
しゃせん

線部分の面積の

　比を最も簡単な整数の比で答えなさい。

　ただし，三角形ABCの中にある線は

　すべて辺AB，BCと平行とします。

⑶　次の 　　　　　 に当てはまる整数を 2組答えなさい。

　 1＝
1

　　う　　 
＋

1
　　え　　 

＋
1

　　お　　 
＋

1
　　か　　 

　　 ただし 　　う　　 ＜ 　　え　　 ＜ 　　お　　 ＜ 　　か　　 であり， 　　　　　 には 2 けたの数が

入ってもよい。
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2

図 1の三角すいは，底面は図 2の直角二等辺三角形ア，側面のうち 2面は図 2の直角

三角形イ，残りの側面は図 2の二等辺三角形ウのようになっています。

また，図 3のような，底に排水栓
せん

のついた三角柱の水
すい

槽
そう

を用意します。

　

⑴ 　図 1の三角すいの体積および表面積を求めなさい。ただし，角すいの体積は， 

（底面積）×（高さ）÷ 3で求められます。

⑵ 　水槽に水を満たし，図 4のようにアの面が底面になるように三角すいを静かに沈

めたところ，4392cm3 の水があふれ出しました。この水槽の高さを求めなさい。

⑶ 　図 4の状態から，図 5のように，ウの面が底面になるように水槽の中で三角すい

の向きを変えながら静かに倒しました。このとき，さらにあふれた水の体積を答え

なさい。

⑷ 　図 5の状態から，水槽の底面にある排水栓を開けて一定の割合で水を排出したと

ころ，20 分 21 秒後には水面が水槽の高さの半分になり，排出し始めて 34 分 24 秒

後に水槽の水が完全に無くなりました。

　この水槽の底面積を求めなさい。求め方も説明すること。
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D図４ 図 5
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3

カイ君とヨウ君は「じゃんけんパイナップル」というゲームをしながら，神社の石段

を登っています。「じゃんけんパイナップル」のルールは以下の通りです。

＜ルール＞　 2人で決着がつくまでじゃんけんをする。

　　　　　　①「グー」で勝ったら 3段登る

　　　　　　②「チョキ」で勝ったら 6段登る

　　　　　　③「パー」で勝ったら 6段登る

以下の問いに答えなさい。

⑴ 　どのような進みかたをしても止まることのない段は100段目までに何段ありますか。

⑵ 　カイ君が最初から勝ち続けて 15 段まで登るとき，その登り方は何通りあります

か。ただし，「チョキ→グー」で勝ったときも「パー→グー」で勝ったときも 9段

登りますが，それぞれ異なるものとして 2通りと数えることとします。

⑶ 　じゃんけんを 6回したあとに，カイ君もヨウ君も 15 段目にいました。このとき，

2人のじゃんけんの決着の仕方は何通りありますか。ただし，以下の例のように登

り方が同じでもじゃんけんの決着の仕方が異なる場合は，それぞれ別の場合として

2通りと数えることとします。

例 1回目 2回目 3回目

A
カイ君 グー グー グー
ヨウ君 チョキ チョキ パー

B
カイ君 グー グー パー
ヨウ君 チョキ チョキ チョキ

⑷　ルール②と③を，

　②「チョキ」で勝ったら 7段登る

　③「パー」で勝ったら 7段登る

　と変更すると，どのような進みかたをしても止まることのない段は 100 段目までに

何段ありますか。理由を付けて答えなさい。
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（問題は以上です。）

4

次の問いに答えなさい。

⑴　 2つの数を 1より大きな数で割った余りを考えます。

　あ 　83 と 135 をある数で割ると，余りが同じになりました。このようなある数

と余りの組合わせを（割る数，余り）の形ですべて答えなさい。

　い 　次の条件を満たすような 　　　　　 に入る最も小さい数を答えなさい。

　　 「41 と 　　　　　 をある数で割ると，余りが同じになりました。このようなある

数と余りの組合せは 5組あります。」

⑵ 　リンゴがAの箱には 219 個，Bの箱には 325 個，Cの箱には 410 個入ってい

ます。Aの箱に入っているリンゴを一袋に入れる個数が同じになるように袋
ふくろ

詰
づ

めしたところ，いくつかリンゴが残りました。B，Cの箱に入っているリンゴに

ついてもAの箱の場合と同じ個数のリンゴを袋詰めしたところ，Bの箱には，

Aの箱よりも 1個多く，Cの箱にはBの箱よりも 1個多くリンゴが残りました。

そこで，この 3つの箱に残ったリンゴを集めて同じように袋詰めをしたら，やは

りいくつか残りましたが，その残りは作業をしてくれたみんなで分けました。

　「あらかじめBの箱から 1個，Cの箱から 2個のリンゴを取り出しておけば， 

Aの箱のリンゴと同じ個数ずつ袋詰めしたときの余りは同じになる。」ことを

使って（ 1袋に詰めたリンゴの個数，袋詰めに使った袋の枚数）の組合せをすべ

て答えなさい。
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⑴
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⑵
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三角すいのうち，底面から0～6cmまでの体積は，

　　9000×(1－―×―×―)＝5913cm3

6～12cmまでの体積は，

　　9000×(―×―×―－―×―×―)＝2511cm3

この差 5913－2511＝3402cm3 を20分21秒－14分3秒＝378秒で
排出するので，排出される水は1秒に 3402÷378＝9cm3 である。
水そうのうち，高さ6cm分の容積は，14分3秒＝843秒より
5913＋9×843＝13500cm3 となるので，底面積は

13500÷6＝2250cm2

14　 14　 14
20　 20　 20

14　 14　 14　  8　　8　　8
20　 20　 20　 20　 20　 20

2250

67 21 2880

段数を3で割った余りが，
　　0の段 …　  3 　  6 　  9 　 12　 15　 18 … 99
　　1の段 … 7 　 10　 13　 16　 19 … 100
　　2の段 … 14　 17　 20 …　　　98

(2，1)，(4，3)，(13，5)，(26，5)，(52，31)

(7，136)，(21，45)

9

に止まる。つまり，0の段はすべて止まる。1の段は7以降3ずつ増え
るのですべて止まる。2の段も同様に14以降すべて止まる。
したがって，止まらないのは，
　　１，2，4，5，8，11の6段 6

他に(2，3，7，42)

　　(2，3，10，15)

　　(2，4，５，20)

　　(2，4，6，12)
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二
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度

　
　

   
特
別
給
費
生
入
試

国
　
語

注
意

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

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

　
　

問
題
は
３
～
17
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
は
な
く
、
算
用
数
字
で
記
入
し
な
さ

い
。

試
験
時
間　

60
分



― 3 ―

　

一
　�　

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

【
文
章
Ⅰ
】

あ
る
日
、
私
の
研
究
室
に
１
本
の
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。
出
て
み
る
と
、
電
話
を
か
け
て
こ
ら

れ
た
の
は
、
関
東
地
方
の
あ
る
県
警
の
刑
事
さ
ん
で
す
。
ち
ょ
っ
と
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
お
話
を
聞
い
て

み
る
と
、
①
あ
る
刑
事
事
件
の
容
疑
者
の
行
動
に
つ
い
て
、
意
見
を
聞
か
せ
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
。
そ
の

容
疑
者
は
周
囲
の
人
物
に
は
も
ち
ろ
ん
、
捜
査
関
係
者
に
対
し
て
も
、
た
び
た
び
ウ
ソ
を
つ
い
て
い
る
と

い
う
人
物
で
し
た
。

私
た
ち
に
は
、
相
手
の
ウ
ソ
を
見
抜
き
た
い
と
感
じ
る
場
面
が
多
々
あ
り
ま
す
。
犯
罪
捜
査
で
は
客
観

的
な
証
拠
が
重
視
さ
れ
ま
す
が
、
容
疑
者
の
ウ
ソ
を
見
抜
け
る
に
越
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、

個
人
に
よ
る
犯
罪
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ロ
リ
ス
ト
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
犯
罪
な
ど
、
凶
悪
犯
罪
の
防
止
と
い

う
観
点
か
ら
は
、
ウ
ソ
を
ど
う
見
抜
く
か
が
極
め
て
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
ウ
ソ
が
問
題
に
な
る
の
は
犯
罪
場
面
に
限
り
ま
せ
ん
。
企
業
で
の
採
用
面
接
や
結
婚
相
談

所
な
ど
で
は
、
本
来
は
正
直
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
、
ウ
ソ
を
つ
い
て
自
分
に
有
利
に
事
を
進
め
よ

う
と
す
る
人
た
ち
が
一
定
数
存
在
し
ま
す
。
日
々
の
生
活
で
も
、
家
族
や
友
人
の
ち
ょ
っ
と
し
た
ウ
ソ
に

悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
、
私
た
ち
は
ど
の
程
度
ウ
ソ
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
よ
う
に
し
た

ら
ウ
ソ
を
見
破
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
研
究

の
世
界
で
も
大
い
な
る
関
心
事
で
す
。

（
中
略
）

ウ
ソ
を
見
抜
く
能
力
に
関
す
る
研
究
は
、
心
理
学
の
実
験
と
し
て
は
比
較
的
実
施
し
や
す
い
こ
と
、
ま

た
興
味
を
惹ひ

く
テ
ー
マ
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
ウ
ソ
を
見
抜
く
と
き
、
私

た
ち
は
ど
ん
な
情
報
を
も
と
に
判
断
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
相
手
の
発
言
内
容
と
、
自
分
が
真
実
だ
と
知
っ
て
い
る
情
報
と
が
ず

れ
て
い
る
場
合
で
、
こ
れ
な
ら
客
観
的
に
ウ
ソ
と
判
断
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
言
語
的
な
内
容
を
も
と
に

ウ
ソ
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
や
り
方
で
す
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
自
分
が
確
か
に
事
実
を
把は
あ
く握
し
て
い
る
、

ま
た
自
分
の
記
憶
に
間
違
い
が
な
い
と
い
っ
た
前
提
が
な
け
れ
ば
、
う
ま
く
機
能
し
ま
せ
ん
。
実
際
に
は
、

い
つ
も
相
手
の
発
言
内
容
の
ウ
ラ
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

相
手
の
発
言
内
容
の
真
偽
が
わ
か
ら
な
い
場
合
、
私
た
ち
は
相
手
の
発
言
内
容
以
外
の
、 　　
　
　
　 

言

語
的
な
手
が
か
り
を
参
考
に
し
ま
す
。
　　
　
　
　 

言
語
的
な
手
が
か
り
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
発
話
に
際
し
て
の
、
言
い
よ
ど
み
や
言
い
間
違
い
、
声
の
高
さ
や
話
す
速
さ
な
ど
で
す
。
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視
線
や
ま
ば
た
き
な
ど
、
顔
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
も
あ
り
ま
す
。
手
や
足
、
頭
の
動
き
や
姿
勢
と
い
っ
た
、

さ
ま
ざ
ま
な
体
の
動
き
も
手
が
か
り
と
な
り
え
ま
す
。

み
な
さ
ん
は
「
人
間
は
ウ
ソ
を
つ
く
と
き
に
右
上
を
見
る
」
と
い
っ
た
話
を
、
一
度
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
こ
れ
が
本
当
な
ら
、
相
手
が
ウ
ソ
を
つ
い
た
と
明
確
に
わ
か
る
、

②
ピ
ノ
キ
オ
の
鼻
の
よ
う
な
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、
視
線
を
含ふ
く

め
、
そ
う
い
っ

た 

　　
　
　
　 

言
語
的
な
手
が
か
り
を
用
い
て
も
、
ウ
ソ
が
簡
単
に
見
抜
け
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

ボ
ン
ド
と
デ
パ
ウ
ロ
に
よ
る
メ
タ
分
析
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
メ
タ
分
析
と
は
、
複
数
の
研
究
を
統
合

し
て
分
析
を
行
う
も
の
で
す
。
彼
ら
は
個
別
の
研
究
に
お
い
て
、
ど
れ
く
ら
い
ウ
ソ
と
真
実
を
識
別
で
き

た
か
を
整
理
し
て
お
り
、
も
っ
と
も
高
い
正
答
率
の
も
の
で
73
％
で
し
た
。
一
番
う
ま
く
い
っ
た
研
究
で

あ
っ
て
も
、
8
割
に
す
ら
届
い
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
も
っ
と
も
正
答
率
の
低
い
も
の
は
31
％
で
あ

り
、
研
究
全
体
の
平
均
正
答
率
は
約
54
％
で
し
た
。
つ
ま
り
、
コ
イ
ン
を
投
げ
て
裏
表
を
予
測
で
き
る
確

率
よ
り
も
少
し
ま
し
な
程
度
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
す
。

一
部
の
研
究
で
は
、
特
定
の
職
業
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
ウ
ソ
を
見
破
る
こ
と
が
で
き
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
職
員
や
ウ
ソ
に
関
心
の
あ
る
臨り
ん
し
ょ
う床
心
理
学
者
な
ど
は
、
7
割
程

度
の
正
答
率
で
ウ
ソ
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
す
。
た
だ
し
当
然
な
が
ら
、
こ
う
し
た
特
殊
な
職

業
は
稀ま
れ

で
す
。
多
く
の
職
業
で
は
、
偶
然
と
同
じ
あ
る
い
は
少
し
ま
し
な
程
度
で
し
か
、
ウ
ソ
を
見
抜
く

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。「
自
分
は
百
発
百
中
で
恋
人
の
浮
気
を
見
破
っ
て
き
た
ん
だ
！
」
と
い
う
方
が
お

ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ウ
ソ
を
見
抜
く
の
は
決
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

ど
う
し
て
③
他
者
の
ウ
ソ
を
見
抜
く
の
は
難
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
よ
う
な

視
線
な
ど
は
、
ウ
ソ
を
見
抜
く
た
め
の
有
効
な
手
が
か
り
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、
必
要
以
上
に
こ

う
し
た
手
が
か
り
に
着
目
し
て
し
ま
う
と
、
ウ
ソ
を
見
抜
く
の
は
難
し
く
な
り
ま
す
。
実
際
、
手
が
か
り

に
着
目
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
ウ
ソ
を
見
抜
け
な
く
な
る
こ
と
を
示
し
た
研
究
も
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
私
た
ち
は
ウ
ソ
を
見
抜
く
こ
と
を
妨
げ
て
し
ま
う
バ
（
注
）

イ
ア
ス
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
一
般
的
に
、
私
た
ち
は
他
人
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
真
実
で
あ
る
と
判
断
す
る
傾
向
が
高
い

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
真
実
バ
イ
ア
ス
と
よ
ば
れ
ま
す
。
当
た
り
前
の
よ
う
な
話
で
す
が
、

た
い
て
い
の
場
合
、
私
た
ち
は
目
の
前
の
相
手
が
真
実
を
語
っ
て
い
る
と
想
定
し
て
い
ま
す
。
会
話
の
半

分
く
ら
い
は
ウ
ソ
で
は
な
い
か
？　

と
疑
っ
て
い
て
は
、
仕
事
も
遊
び
も
ま
ま
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
つ

ま
り
、
私
た
ち
は
通
常
、
ウ
ソ
の
手
が
か
り
を
積
極
的
に
探
そ
う
と
は
し
な
い
た
め
、
結
果
と
し
て
他
者

の
ウ
ソ
を
見
抜
く
の
が
難
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

真
実
バ
イ
ア
ス
と
は
逆
の
ウ
ソ
バ
イ
ア
ス
も
あ
り
ま
す
。
相
手
の
発
言
を
、
必
要
以
上
に
ウ
ソ
だ
と
考

え
て
し
ま
う
バ
イ
ア
ス
の
こ
と
で
す
。
警
察
官
な
ど
、
日
ご
ろ
か
ら
ウ
ソ
に
対た

い
じ峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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一
部
の
職
業
で
、
こ
う
し
た
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ウ
ソ
に
対
し
て
敏
感
で
は

あ
っ
て
も
、
真
実
を
ウ
ソ
と
判
断
し
て
し
ま
っ
て
は
、
冤え
ん
ざ
い罪
な
ど
に
も
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

ウ
ソ
を
正
し
く
見
抜
け
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
ウ
ソ
を
ウ
ソ
と
し
て
見
抜
け
る
正
確
性
だ
け
で
は
な

く
、
真
実
を
真
実
と
し
て
見
抜
く
正
確
性
も
同
じ
く
ら
い
重
要
で
す
。

ウ
ソ
バ
イ
ア
ス
と
関
連
す
る
現
象
と
し
て
、
私
た
ち
は
ウ
ソ
を
見
抜
く
自
分
自
身
の
能
力
を
過
大
評
価

し
て
し
ま
う
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
エ
ラ
ー
ド
の
研
究
で
は
、
警
察
官
で
あ
っ
て
も
他
人
の
ウ
ソ
を

見
抜
く
こ
と
は
難
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
自
分
自
身
が
ウ
ソ
を
上
手
に
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ウ
ソ
を
見
抜
く
能
力
に
関
わ
る
こ
う
し
た
過
大
評
価
も
、
ウ

ソ
を
正
確
に
見
抜
く
こ
と
を
妨
げ
る
一
因
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
実
逃
避
効
果
も
、
ウ
ソ
が
気
づ
か
れ
に
く
く
な
る
要
因
の
ひ
と
つ
で
す
。
私
た
ち
は
真
実
を
知
り
た

い
一
方
で
、
そ
の
内
容
や
状
況
に
よ
っ
て
は
、
む
し
ろ
真
実
を
知
り
た
く
な
い
と
い
う
相
反
す
る
欲
求
を

も
つ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
分
が
と
て
も
信
頼
し
て
い
て
、
周
囲
の
同ど
う
り
ょ
う僚
か
ら
も
頼
り
に
さ
れ
て
い
る
上

司
が
、
少
し
ば
か
り
経
理
上
の
不
正
を
は
た
ら
い
て
い
る
疑
い
が
あ
る
。
自
分
が
気
づ
か
な
け
れ
ば
、
不

正
は
露ろ
て
い呈
し
な
い
。
む
し
ろ
、
露
呈
す
る
と
自
分
も
同
僚
も
困
っ
て
し
ま
う
。
経
理
の
書
類
を
チ
ェ
ッ
ク

し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
け
れ
ど
、
あ
え
て
見
な
い
よ
う
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ウ
ソ
が
バ
レ
な
い
背

景
に
は
、
現
実
か
ら
目
を
逸そ

ら
し
た
い
と
い
う
思お
も
わ
く惑
が
は
た
ら
く
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
要
因
は
、
い
ず
れ
も
ウ
ソ
を
見
抜
く
側
の
要
因
で
す
。
こ
う
し
た
複
数
の
要
因
が
あ
る
う
え

に
、
ウ
ソ
は
し
ば
し
ば
、
真
実
の
中
に
何
く
わ
ぬ
形
で
、
目
立
た
な
い
よ
う
に
紛
れ
込
ん
で
い
ま
す
。
最

近
の
研
究
か
ら
は
、
ウ
ソ
を
つ
く
こ
と
が
上
手
だ
と
思
っ
て
い
る
人
ほ
ど
、
シ
ン
プ
ル
な
ウ
ソ
を
つ
き
、

真
実
の
中
に
ウ
ソ
を
埋
め
込
み
、
も
っ
と
も
ら
し
い
説
明
を
追
加
す
る
戦
略
を
利
用
す
る
と
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
正
直
に
答
え
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
ウ
ソ
つ
き
と
疑
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
で
は
（
た
と 

え
ば
、
テ
ス
ト
で
ク
ラ
ス
の
全
員
が
ほ
ぼ
50
点
し
か
取
れ
な
か
っ
た
の
に
、
た
ま
た
ま
自
分
だ
け
が
１
０
０ 

点
を
取
れ
た
場
合
）、
④
む
し
ろ
少
し
ウ
ソ
を
つ
く
こ
と
で
、
ウ
ソ
つ
き
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
防
ご
う
と

す
る
こ
と
を
示
し
た
研
究
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
要
因
が
複
合
的
に
関
与
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ウ

ソ
を
見
抜
く
の
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
研
究
成
果
に
基
づ
い
て
、「
ウ
ソ
は
バ
レ
な
い
も
の
だ
」
と
い
う
結
論
を
出
す
の

は
誤
り
で
す
。
ウ
ソ
が
一
度
き
り
で
終
わ
る
場
合
は
、
バ
レ
ず
に
す
む
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
で
し
ょ
う

が
、
日
常
生
活
で
は
、
一
度
ウ
ソ
を
つ
い
た
ら
、
辻つ

じ
つ
ま褄
を
合
わ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
た

く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
客
観
的
な
証
拠
と
の
整
合
性
が
と
れ
ず
、
怪
し
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
ウ
ソ
か
ど
う
か
を
判
断
さ
れ
る
機
会
に
繰
り
返
し
晒さ
ら

さ
れ
れ
ば
、
否
応
な
く
ウ
ソ
が
バ
レ
る

確
率
も
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。「
ど
う
せ
バ
レ
な
い
だ
ろ
う
」
と
⑤
ウ
ソ
を
つ
い
て
い
る
と
、
い
つ
か
必
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ず
手
痛
い
し
っ
ぺ
返
し
を
食
ら
う
も
の
、
と
筆
者
は
考
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。　
　
　

（
阿
部
修
士
『
あ
な
た
は
こ
う
し
て
ウ
ソ
を
つ
く
』
岩
波
書
店
に
よ
る
）

（
注
）
バ
イ
ア
ス　

か
た
よ
り

問
一　

傍
線
部
①
「
あ
る
刑
事
事
件
の
容
疑
者
の
行
動
に
つ
い
て
、
意
見
を
聞
か
せ
て
ほ
し
い
」
と
あ
り

ま
す
が
、「
刑
事
さ
ん
」
が
話
し
た
の
は
な
ぜ
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
か
。
そ
の
理
由
を
【
文
章
Ⅰ
】

か
ら
二
十
五
字
以
内
で
さ
が
し
、「
か
ら
。」
に
つ
な
が
る
か
た
ち
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
二　
【
文
章
Ⅰ
】
の
三
つ
の
空
欄
に
は
、
同
じ
一
字
の
漢
字
が
入
り
ま
す
。
自
分
で
考
え
て
書
き
な
さ

い
。

問
三　

傍
線
部
②
「
ピ
ノ
キ
オ
の
鼻
の
よ
う
な
手
が
か
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
同
じ
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　

ぼ
く
は
あ
の
選
手
の
よ
う
な
人
に
な
り
た
い
。

イ　

こ
の
道
は
行
き
止
ま
り
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

ウ　

次
の
よ
う
な
説
明
を
し
た
方
が
分
か
り
や
す
い
。

エ　

ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
な
演
技
を
す
る
の
も
難
し
い
。

問
四　

傍
線
部
③
「
他
者
の
ウ
ソ
を
見
抜
く
の
は
難
し
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
ウ

ソ
を
見
抜
く
側
に
限
定
し
て
、
百
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
④
「
む
し
ろ
少
し
ウ
ソ
を
つ
く
」
と
あ
り
ま
す
が
、
直
前
に
書
か
れ
た
「
自
分
だ
け
テ
ス

ト
で
百
点
を
取
れ
た
場
合
」
に
、
君
な
ら
ど
の
よ
う
な
ウ
ソ
を
作
り
ま
す
か
。
五
十
字
以
内
で
書
き
な

さ
い
。
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問
六　

傍
線
部
⑤
「
ウ
ソ
を
つ
い
て
い
る
と
、
い
つ
か
必
ず
手
痛
い
し
っ
ぺ
返
し
を
食
ら
う
も
の
、
と
筆

者
は
考
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　
「
し
っ
ぺ
返
し
を
食
ら
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
状
況
を
表
し
た
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　

会え
し
ゃ
じ
ょ
う
り

者
定
離

　

イ　

情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず

　

ウ　

江
戸
の
敵か

た
きを
長
崎
で
討う

つ

　

エ　

因い
ん
が
お
う
ほ
う

果
応
報

⑵　
「
考
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
「
考
え
て
い
ま
す
」
と
し
な
か
っ
た
理

由
に
つ
い
て
四
つ
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。【
文
章
Ⅰ
】
の
筆
者
の
考
え
か
ら
予
測
さ
れ
る
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　

筆
者
自
身
に
は
ウ
ソ
を
つ
い
た
経
験
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
た
い
す
る
罪
悪
感
を
ず
っ
と
持
ち
続

け
て
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
ウ
ソ
の
研
究
を
し
た
の
で
、「
考
え
て
い
ま
す
」
で
は
な
く
「
考
え

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」
と
し
た
の
だ
と
思
う
。

イ　

筆
者
に
経
験
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
ウ
ソ
を
つ
く
と
そ
れ
を
隠
す
た
め
に
次
々

に
ウ
ソ
を
つ
き
バ
レ
や
す
く
な
る
の
で
、「
筆
者
は
」
と
つ
け
て
「
考
え
る
よ
う
に
し
て
い
」
る
と

い
う
気
持
ち
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

ウ　

ウ
ソ
の
研
究
を
し
た
成
果
と
し
て
は
、
ウ
ソ
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
バ
レ
る
と
断
定
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
け
れ
ど
も
、
ウ
ソ
を
つ
い
て
も
い
い
こ
と
は
な
い
と
い
う
助
言
を
提
示
す
る
た
め
に
筆
者
を

主
語
に
し
て
本
文
の
よ
う
に
書
い
た
の
だ
と
思
う
。

エ　

ウ
ソ
の
研
究
を
し
た
結
果
、
ウ
ソ
は
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
人
が
案
外
少
な
い
こ

と
に
筆
者
は
気
づ
い
た
の
で
、
人
々
に
も
注
意
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
筆
者
が
ま
ず
手
本
を
示
す

意
味
で
本
文
の
よ
う
に
し
た
の
だ
と
思
う
。
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【
文
章
Ⅱ
】

次
の
文
章
は
ウ
ソ
を
つ
い
た
少
年
を
主
人
公
に
し
た
有
島
武
郎
の
小
説
「
一
房
の
葡
萄
」
の
一
節
で
す
。

教
場
に
這は

入い

る
鐘
が
か
ん
か
ん
と
鳴
り
ま
し
た
。
僕
は
思
わ
ず
ぎ
ょ
っ
と
し
て
立
上
り
ま
し
た
。
生
徒

達
が
大
き
な
声
で
笑
っ
た
り
呶ど

鳴な

っ
た
り
し
な
が
ら
、
洗
面
所
の
方
に
手
を
洗
い
に
出
か
け
て
行
く
の
が

窓
か
ら
見
え
ま
し
た
。
僕
は
急
に
頭
の
中
が
氷
の
よ
う
に
冷
た
く
な
る
の
を
気
味
悪
く
思
い
な
が
ら
、
ふ

ら
ふ
ら
と
ジ
ム
の
卓

テ
イ
ブ
ル

の
所
に
行
っ
て
、
半
分
夢
の
よ
う
に
そ
こ
の
蓋ふ
た

を
揚あ

げ
て
見
ま
し
た
。
そ
こ
に
は

僕
が
考
え
て
い
た
と
お
り
雑
記
帳
や
鉛
筆
箱
と
ま
じ
っ
て
見
覚
え
の
あ
る
絵
具
箱
が
し
ま
っ
て
あ
り
ま
し

た
。
な
ん
の
た
め
だ
か
知
ら
な
い
が
僕
は
あ
っ
ち
こ
ち
を
見み
ま
わ廻
し
て
か
ら
、
誰
も
見
て
い
な
い
な
と
思
う

と
、
手
早
く
そ
の
箱
の
蓋
を
開
け
て
藍あ
い

と
洋よ
う

紅こ
う

と
の
二ふ
た

色い
ろ

を
取
上
げ
る
が
早
い
か
ポ
ッ
ケ
ッ
ト
の
中
に
押

込
み
ま
し
た
。
そ
し
て
急
い
で
い
つ
も
整
列
し
て
先
生
を
待
っ
て
い
る
所
に
走
っ
て
行
き
ま
し
た
。

僕
達
は
若
い
女
の
先
生
に
連
れ
ら
れ
て
教
場
に
這
入
り
銘め

い

々め
い

の
席
に
坐す
わ

り
ま
し
た
。
僕
は
ジ
ム
が
ど
ん

な
顔
を
し
て
い
る
か
見
た
く
っ
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も
そ
っ
ち
の
方
を
ふ
り
向
く

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
僕
の
し
た
こ
と
を
誰
も
気
の
つ
い
た
様
子
が
な
い
の
で
、
気
味
が
悪

い
よ
う
な
、
安
心
し
た
よ
う
な
心
持
ち
で
い
ま
し
た
。
僕
の
大
好
き
な
若
い
女
の
先
生
の
仰
お
っ
し
ゃ

る
こ
と
な

ん
か
は
耳
に
這
入
り
は
這
入
っ
て
も
な
ん
の
こ
と
だ
か
ち
っ
と
も
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
先
生
も
時
々

不
思
議
そ
う
に
僕
の
方
を
見
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

僕
は
然し
か

し
先
生
の
眼
を
見
る
の
が
そ
の
日
に
限
っ
て
な
ん
だ
か
い
や
で
し
た
。
そ
ん
な
風
で
一
時
間
が

た
ち
ま
し
た
。
な
ん
だ
か
み
ん
な
耳
こ
す
り
で
も
し
て
い
る
よ
う
だ
と
思
い
な
が
ら
一
時
間
が
た
ち
ま
し

た
。教

場
を
出
る
鐘
が
鳴
っ
た
の
で
僕
は
ほ
っ
と
安
心
し
て
溜た

め
い
き息
を
つ
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
先
生
が
行
っ

て
し
ま
う
と
、
僕
は
僕
の
級き
ゅ
う

で
一
番
大
き
な
、
そ
し
て
よ
く
出
来
る
生
徒
に
「
ち
ょ
っ
と
こ
っ
ち
に
お
出い

で
」
と
肱ひ
じ

の
所
を
掴つ
か

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
僕
の
胸
は
宿
題
を
な
ま
け
た
の
に
先
生
に
名
を
指さ

さ
れ
た
時
の

よ
う
に
、
思
わ
ず
ど
き
ん
と
震ふ

る

え
は
じ
め
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
僕
は
出
来
る
だ
け
知
ら
な
い
振ふ

り
を
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
、
わ
ざ
と
平
気
な
顔
を
し
た
つ
も
り
で
、
仕
方
な
し
に
運
動
場
の
隅す
み

に

連
れ
て
行
か
れ
ま
し
た
。

「
君
は
ジ
ム
の
絵
具
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
出
し
給た

ま

え
。」

そ
う
い
っ
て
そ
の
生
徒
は
僕
の
前
に
大
き
く
拡ひ
ろ

げ
た
手
を
つ
き
出
し
ま
し
た
。
そ
う
い
わ
れ
る
と
僕
は

か
え
っ
て
心
が
落
着
い
て
、

「
そ
ん
な
も
の
、
僕
持
っ
て
や
し
な
い
。」
と
、
つ
い
で
た
ら
め
を
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る

と
三
四
人
の
友
達
と
一
緒
に
僕
の
側そ
ば

に
来
て
い
た
ジ
ム
が
、
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「
⑥
僕
は
昼
休
み
の
前
に
ち
ゃ
ん
と
絵
具
箱
を
調
べ
て
お
い
た
ん
だ
よ
。
一
つ
も
失な

く
な
っ
て
は
い
な

か
っ
た
ん
だ
よ
。
そ
し
て
昼
休
み
が
済
ん
だ
ら
二
つ
失
く
な
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
そ
し
て
休
み
の
時
間
に

教
場
に
い
た
の
は
君
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
。」
と
少
し
言
葉
を
震
わ
し
な
が
ら
言
い
か
え
し
ま
し
た
。

僕
は
も
う
駄だ

め目
だ
と
思
う
と
急
に
頭
の
中
に
血
が
流
れ
こ
ん
で
来
て
顔
が
真
赤
に
な
っ
た
よ
う
で
し

た
。
す
る
と
誰
だ
っ
た
か
そ
こ
に
立
っ
て
い
た
一
人
が
い
き
な
り
僕
の
ポ
ッ
ケ
ッ
ト
に
手
を
さ
し
込
も
う

と
し
ま
し
た
。
僕
は
一
生
懸
命
に
そ
う
は
さ
せ
ま
い
と
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
多た

ぜ
い勢
に
無ぶ
ぜ
い勢
で
迚と
て

も
叶か
な

い

ま
せ
ん
。
僕
の
ポ
ッ
ケ
ッ
ト
の
中
か
ら
は
、
見
る
見
る
マ
ー
ブ
ル
球だ
ま

（
今
の
ビ
ー
球
の
こ
と
で
す
）
や
鉛な
ま
り

の
メ
ン
コ
な
ど
と
一
緒
に
二
つ
の
絵
具
の
か
た
ま
り
が
掴つ
か

み
出
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
そ
れ
見
ろ
」

と
い
わ
ん
ば
か
り
の
顔
を
し
て
子
供
達
は
憎
ら
し
そ
う
に
僕
の
顔
を
睨に
ら

み
つ
け
ま
し
た
。
僕
の
体か
ら
だ

は
ひ
と

り
で
に
ぶ
る
ぶ
る
震
え
て
、
眼
の
前
が
真ま
っ
く
ら暗
に
な
る
よ
う
で
し
た
。
い
い
お
天
気
な
の
に
、
み
ん
な
休
時

間
を
面
白
そ
う
に
遊
び
廻
っ
て
い
る
の
に
、
僕
だ
け
は
本
当
に
心
か
ら
し
お
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
ん

な
こ
と
を
な
ぜ
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
取
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
う

僕
は
駄
目
だ
。
そ
ん
な
に
思
う
と
弱
虫
だ
っ
た
僕
は
淋さ
び

し
く
悲
し
く
な
っ
て
来
て
、
し
く
し
く
と
泣
き
出

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

問
七　
【
文
章
Ⅰ
】
で
説
明
さ
れ
た
「
ウ
ソ
」
と
同
じ
意
味
の
言
葉
を
、【
文
章
Ⅱ
】
か
ら
さ
が
し
、
抜
き

出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
八　
「
ウ
ソ
を
つ
い
た
」
結
果
生
じ
た
身
体
的
な
変
化
を
表
現
し
た
八
字
の
部
分
を
【
文
章
Ⅱ
】
か
ら

さ
が
し
、
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
九　

傍
線
部
⑥
「
僕
は
昼
休
み
の
前
に
ち
ゃ
ん
と
絵
具
箱
を
調
べ
て
お
い
た
ん
だ
よ
。
一
つ
も
失
く

な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
ん
だ
よ
。
そ
し
て
昼
休
み
が
済
ん
だ
ら
二
つ
失
く
な
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
そ
し

て
休
み
の
時
間
に
教
場
に
い
た
の
は
君
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
ジ
ム
」
の
言
葉
は
、【
文

章
Ⅰ
】
で
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
。
そ
の
意
味
を
表
す
六
字
の
言
葉
を
【
文
章
Ⅰ
】

か
ら
さ
が
し
、
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。
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二
　�　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

①
じ
い
ち
ゃ
ん
に
カ
レ
ン
ダ
ー
は
い
ら
ん
。

祖
父
は
よ
く
そ
う
い
っ
て
胸
を
張
り
、
天
を
仰
い
だ
。
一
年
じ
ゅ
う
日
に
焼
け
て
い
て
、
顔
に
は
深
い

皺し
わ

が
刻
ま
れ
、
手
は
節ふ
し

く
れ
立
っ
て
大
き
い
。
口
数
は
少
な
く
、
愛
想
も
な
い
け
れ
ど
、
不
親
切
で
は
な

い
。
私
が
話
し
か
け
れ
ば
茶
色
い
瞳ひ

と
み

に
穏お
だ

や
か
な
光
を
Ａ
た
た
え
て
じ
っ
と
聞
い
て
く
れ
る
。
大
き
く
は

な
い
身か
ら
だ体
は
引
き
締し

ま
っ
て
逞た
く
ま

し
く
、
祖
父
さ
え
い
れ
ば
芯し
ん

か
ら
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

カ
レ
ン
ダ
ー
は
い
ら
ん
。
そ
れ
は
、
何
十
年
に
も
わ
た
る
田
畑
仕
事
の
間
に
季
節
の
移
り
か
わ
り
の
刻

み
込
ま
れ
た
身
体
ひ
と
つ
あ
れ
ば
、
と
い
う
意
味
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
十
二
か
月
の
、
三
十
一
日

の
、
今
日
が
ど
の
日
で
あ
ろ
う
と
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。

祖
父
は
生
ま
れ
育
っ
た
地
元
か
ら
ほ
と
ん
ど
出
た
こ
と
が
な
い
。
同
じ
村
の
幼
な
じ
み
だ
っ
た
祖
母
と

の
新し
ん

婚こ
ん

旅
行
も
県
内
の
温
泉
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
聞
く
と
祖
母
の
こ
と
も
か
わ
い
そ
う
に
な
っ
て
し

ま
う
け
れ
ど
、
祖
父
と
祖
母
、
彼
ら
自
身
は
特
に
そ
れ
を
不
満
に
思
う
様
子
も
見
せ
ず
、
歳と
し

を
と
っ
て
か

ら
も
田
畑
仕
事
に
精
を
出
し
て
き
た
。
八
十
近
い
こ
の
歳
に
な
っ
て
さ
え
、
お
盆ぼ

ん

と
お
正
月
に
し
か
休
ま

な
い
。

お
正
月
休
み
と
お
盆
休
み
。
文
字
通
り
、
年
に
た
っ
た
二
日
間
だ
け
の
休
み
だ
。
元
日
に
一
日
、
八
月

十
五
日
に
一
日
。
あ
と
は
、
日
曜
だ
ろ
う
が
祝
祭
日
だ
ろ
う
が
、
一
日
も
休
ま
な
い
。
毎
朝
六
時
に
は
田

畑
に
出
て
、
お
昼
ま
で
働
く
。
い
っ
た
ん
家
に
帰
っ
て
昼
食
を
食
べ
、
短
い
午ご
す
い睡
の
後
ま
た
田
畑
へ
出
る
。

帰
宅
は
日
が
暮
れ
る
頃こ

ろ

だ
。
お
風ふ

ろ呂
に
入
り
、
お
酒
を
一
合
だ
け
飲
み
、
夜
の
と
ば
口
に
差
し
か
か
る
頃

に
は
蒲ふ
と
ん団
に
入
っ
て
寝ね
い
き息
を
立
て
て
い
る
。
カ
レ
ン
ダ
ー
な
ど
、
た
し
か
に
必
要
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

祖
父
母
の
間
に
子
供
は
三
人
。
も
う
ひ
と
り
生
ま
れ
た
け
れ
ど
育
た
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
子
も
含

め
て
上
か
ら
三
人
男
の
子
が
続
き
、
最
後
に
生
ま
れ
た
の
が
私
の
母
だ
っ
た
。

「
末
の
女
の
子
だ
か
ら
っ
て
大
事
に
さ
れ
た
覚
え
は
全
然
な
い
の
よ
」

母
が
話
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
大
事
に
さ
れ
た
ど
こ
ろ
か
、
田
ん
ぼ
の
仕
事
毎
日
毎
日
手
伝
わ
さ
れ
て
、
友
達
と
遊
ぶ
時
間
も
な
か
っ

た
わ
」

母
の
口
調
は
だ
ん
だ
ん
熱
を
帯
び
た
。

「
宿
題
な
ん
か
や
ら
な
く
て
い
い
か
ら
手
伝
え
っ
て
。
田
植
え
や
稲い

ね

刈か

り
の
忙い
そ
が

し
い
時
季
に
は
学
校
休
ん

で
働
か
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ん
だ
か
ら
」

②
そ
う
し
て
母
は
、
い
つ
し
か
家
を
出
る
こ
と
ば
か
り
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。

母
が
中
学
生
に
な
る
頃
に
は
、
周
囲
の
様
相
も
変
わ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
農
業
収
入
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
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村
に
町
か
ら
資
本
が
入
り
、
多
く
の
世せ
た
い
ぬ
し

帯
主
が
外
へ
働
き
に
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。
専
業
農
家
は
減
り
、

辺
り
は
兼け
ん
ぎ
ょ
う業
農
家
ば
か
り
に
な
っ
た
。
当
時
、
学
校
の
ク
ラ
ス
名め
い
ぼ簿
に
は
名
前
と
住
所
、
電
話
番
号
、
そ

れ
に
保
護
者
の
職
業
も
載の

っ
た
そ
う
だ
。
そ
こ
に
「
農
業
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
何
よ
り
恥は

ず
か
し

か
っ
た
と
、
そ
う
い
え
ば
前
に
も
聞
い
た
覚
え
が
あ
る
。

　
　　

１　
　 

、
そ
の
農
業
に
兄き
ょ
う
だ
い妹
は
育
て
ら
れ
た
の
だ
。
兄
は
ふ
た
り
と
も
大
学
を
出
、
妹
で
あ
る
母
は

短
大
を
出
た
。
そ
し
て
、
誰
も
田
畑
を
継つ

が
な
か
っ
た
。

な
ん
や
今
日
は
、
え
れ
え
。

そ
う
ひ
と
こ
と
だ
け
い
う
と
、
祖
父
は
土
間
で
頽く
ず
お

れ
た
の
だ
と
い
う
。

知
ら
せ
を
受
け
て
、
言
葉
を
失
っ
た
の
は
母
で
は
な
く
私
の
ほ
う
だ
。

「
じ
い
ち
ゃ
ん
が
」

受
話
器
を
持
っ
た
ま
ま
母
を
振
り
返
り
、
そ
の
後
は
声
が
続
か
な
か
っ
た
。

「
な
に
、
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
ど
う
し
た
の
」

切
っ
先
の
鋭す
る
ど

い
風
の
よ
う
な
声
で
母
は
い
い
、
私
の
手
か
ら
受
話
器
を
取
る
と
、
電
話
の
向
こ
う
の
祖

母
と
て
き
ぱ
き
と
話
を
し
た
。
そ
の
間
、
私
は
受
話
器
を
渡
し
た
と
き
の
、
片
手
を
母
の
ほ
う
へ
伸の

ば
し

た
ま
ま
の
恰か

っ
こ
う好
で
立
ち
す
く
ん
で
い
た
。

「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
、
意
識
は
あ
る
っ
て
」

電
話
を
切
る
と
③
母
は
殊こ

と

更さ
ら

に
明
る
い
声
を
つ
く
り
、

「
食
べ
か
け
の
ご
は
ん
、
早
く
食
べ
ち
ゃ
っ
て
。
一
緒
に
病
院
へ
行
く
で
し
ょ
」

と
い
っ
た
。
ご
は
ん
な
ん
か
食
べ
て
る
場
合
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
思
っ
た
け
れ
ど
、
母
は
じ
い
ち
ゃ
ん
の

実
の
娘
だ
。
孫
の
分
だ
け
遠え

ん
り
ょ慮
が
入
っ
た
。
母
が
ご
は
ん
を
食
べ
て
か
ら
と
い
う
な
ら
、
食
べ
て
か
ら
だ

ろ
う
。
私
は
ぼ
そ
ぼ
そ
と
白
米
を
噛か

ん
だ
。

お
正
月
に
泊
ま
り
に
行
っ
た
と
き
は
、
ふ
た
り
と
も
元
気
だ
っ
た
。
母
と
私
と
で
前
日
に
数
種
類
だ
け

つ
く
っ
た
お
節せ

ち

料
理
は
、
祖
母
の
手
製
の
ど
ー
ん
と
し
た
煮に
も
の物
や
煮
豆
や
昆こ
ん
ぶ布
巻
き
に
比
べ
る
と
、
ち
ま

ち
ま
と
お
ま
ま
ご
と
の
よ
う
な
出
来
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
の
に
、

「
違
っ
た
味
が
入
る
と
そ
れ
だ
け
で
賑に
ぎ

わ
う
の
う
」

と
祖
母
は
目
を
細
め
た
。
祖
父
は
黙だ
ま

っ
て
食
べ
て
い
た
。

考
え
て
み
れ
ば
祖
父
も
も
う
す
ぐ
八
十
だ
。
身
体
の
具
合
の
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
て
お
か
し
い
歳

で
は
な
い
。
そ
う
頭
で
は
思
っ
て
い
る
が
、
そ
ん
な
は
ず
が
な
い
、
と
胃
が
跳は

ね
返
し
て
い
る
。
じ
い
ち
ゃ

ん
が
倒た

お

れ
る
わ
け
が
な
い
、
と
心
臓
が
強
く
訴う
っ
た

え
て
い
る
。

「
と
う
さ
ん
も
、
も
う
八
十
だ
か
ら
」



― 12 ―

白
い
軽
自
動
車
の
運
転
席
で
母
が
い
い
、

「
そ
う
だ
よ
ね
、
じ
い
ち
ゃ
ん
も
八
十
な
の
か
も
し
れ
な
い
ね
」

と
私
は
い
っ
た
。
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
返
事
だ
と
自
分
で
も
思
う
。
じ
い
ち
ゃ
ん
が
倒
れ
た
な
ん
て

や
っ
ぱ
り
何
か
の
間
違
い
だ
と
い
う
気
が
し
て
い
る
。

祖
母
か
ら
知
ら
せ
を
受
け
た
と
き
、
目
の
前
に
ぱ
っ
と
広
が
っ
た
光
景
が
あ
っ
た
。
古
い
フ
ァ
イ
ル
が

ク
リ
ッ
ク
さ
れ
、
カ
チ
ッ
と
動
画
が
開
か
れ
る
。
④
そ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
。
フ
ァ
イ
ル
が
あ
っ
た
こ
と
も

忘
れ
て
い
た
。
ず
い
ぶ
ん
長
く
更こ
う
し
ん新
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
ん
な
に
鮮あ
ざ

や
か
だ
。

青
い
空
を
バ
ッ
ク
に
高
い
山
が
そ
び
え
、
裾す
そ

野の

か
ら
澄す

ん
だ
湖
が
広
が
っ
て
い
る
。
湖
の
畔ほ
と
り

に
は
赤
い

花
が
咲
き
乱
れ
、
そ
こ
に
群
が
る
よ
う
に
虫
や
小
さ
な
鳥
が
羽
ば
た
い
て
い
る
。

そ
の
鮮
や
か
な
映
像
は
、
浮
か
ん
だ
と
き
と
同
じ
く
ら
い
Ｂ
唐
突
に
姿
を
消
し
、
あ
と
は
頭
を
揺ゆ

す
っ

て
み
て
も
目
を
閉
じ
て
み
て
も
、
う
っ
す
ら
と
残
像
が
浮
か
ぶ
ば
か
り
で
焦し
ょ
う
て
ん点
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。

ど
こ
だ
ろ
う
、
と
私
は
車
の
助
手
席
で
考
え
た
。
い
つ
か
、
た
し
か
に
見
た
景
色
だ
。
で
も
思
い
出
せ

な
い
。
あ
の
高
い
山
は
、
富
士
山
だ
ろ
う
か
。
印
象
と
し
て
は
、
も
っ
と
鋭え
い
か
く角
で
、
高
い
。
手
前
の
湖
と
、

畔あ
ぜ

に
群
生
し
て
い
た
赤
い
花
は
、
と
思
い
を
馳は

せ
た
と
き
、
何
か
別
の
赤
い
花
が
記き
お
く憶
の
底
か
ら
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
の
が
わ
か
っ
た
。

子
供
の
頃
、
私
は
二
度
、
母
以
外
の
人
と
暮
ら
し
た
こ
と
が
あ
る
。
一
度
目
が
祖
父
母
だ
っ
た
。
子し
さ
い細

を
覚
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
預
け
ら
れ
た
事
情
も
、
時
期
も
、
期
間
も
、
確
か
め
て
い
な
い
。
私
は

母
と
離
れ
、
田
舎
の
大
き
な
家
で
祖
父
母
と
暮
ら
し
た
。

そ
の
軒の
き
さ
き先
か
ら
見
渡
せ
る
田
畑
を
今
で
も
く
っ
き
り
と
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
れ
は
、
ま

だ
小
学
校
に
上
が
る
前
の
、
た
ぶ
ん
春
先
だ
。

母
が
手
を
振
っ
て
去
っ
て
い
っ
た
後
の
縁え

ん
が
わ側
に
私
は
腰こ
し

か
け
て
い
た
。
庭
と
い
っ
て
も
農
作
業
を
す
る

の
に
必
要
な
だ
だ
っ
広
い
場
所
で
、
そ
こ
に
は
子
供
の
喜
び
そ
う
な
色
味
の
あ
る
も
の
な
ど
ひ
と
つ
も
見

つ
け
ら
れ
そ
う
に
な
か
っ
た
。

庭
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
薪ま
き

を
ぼ
ん
や
り
眺な
が

め
て
い
た
私
は
、
そ
の
ず
っ
と
向
こ
う
に
何
か
が
あ
る
こ
と

に
気
づ
い
た
。
風
が
吹
い
た
と
き
、
何
か
色
の
つ
い
た
も
の
が
動
い
た
気
が
し
た
の
だ
。
私
は
立
ち
上
が

り
、
垣か
き
ね根
の
向
こ
う
側
一
面
に
赤あ
か
む
ら
さ
き紫
が
広
が
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
縁
側
か
ら
滑す
べ

り
お
り
、
踏ふ

み
石
の
上

に
並
べ
て
あ
っ
た
履は

き
古
さ
れ
た
草ぞ
う
り履
を
つ
っ
か
け
た
。
そ
う
し
て
庭
の
端は
し

ま
で
駆か

け
て
い
き
、
垣
根
の

隙す
き
ま間
か
ら
伸
び
上
が
っ
て
向
こ
う
を
の
ぞ
い
た
。
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そ
の
と
き
眼
前
に
広
が
っ
た
光
景
が
、
今
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
立
ち
上
っ
て
き
て
い
る
。

曇く
も

っ
た
早
春
の
空
の
下
に
赤
紫
色
が
風
に
揺
れ
て
い
た
。
ぱ
ち
ん
と
世
界
が
切
り
替
わ
っ
た
よ
う
な
、

そ
こ
だ
け
が
生
き
て
動
い
て
い
る
よ
う
な
見
事
な
赤
紫
だ
っ
た
。

「
あ
れ
か
、
あ
れ
は
レ
ン
ゲ
草
や
」

庭
先
に
出
て
き
た
祖
父
が
教
え
て
く
れ
た
。
⑤
ど
う
や
ら
そ
れ
は
赤
紫
色
の
花
ら
し
か
っ
た
。

「
あ
ん
な
も
ん
の
ど
こ
が
め
ず
ら
し
い
ん
や
」

そ
う
首
を
捻
っ
た
祖
父
も
、

「
じ
い
ち
ゃ
ん
ち
は
お
花
畑
が
あ
っ
て
い
い
ね
」

私
に
跳
ね
ま
わ
ら
れ
て
、
や
が
て
つ
ら
れ
て
笑
顔
に
な
っ
て
い
っ
た
。

「
瑞み
ず
ほ穂
の
好
き
な
だ
け
摘つ

ん
で
い
い
よ
」

祖
母
も
に
こ
に
こ
と
う
な
ず
い
た
。
私
は
夢
中
に
な
っ
て
抱か

か

え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
レ
ン
ゲ
草
を
摘つ

ん
だ

―
―
は
ず
だ
。
正
直
に
い
う
と
、
摘
ん
で
い
る
と
き
の
こ
と
は
覚
え
て
い
な
い
。
祖
父
が
い
て
祖
母
が
い

て
、
あ
た
り
一
面
の
赤
紫
と
む
せ
か
え
る
よ
う
な
土
の
匂に
お

い
が
よ
み
が
え
る
だ
け
だ
。

花
は
楽
し
み
の
た
め
に
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
田
ん
ぼ
の
土
の
栄
養
の
た
め
に
裏
作
で
植
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
と
ず
い
ぶ
ん
後
に
な
っ
て
か
ら
知
っ
た
。
あ
の
赤
紫
は
、
田
植
え
の
時
期
に
な
る
と
鍬く
わ

で
土

の
中
に
鋤す

き
込こ

ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。

い
っ
と
き
だ
け
、
父
と
も
暮
ら
し
た
。
母
と
私
の
家
へ
と
き
ど
き
や
っ
て
く
る
父
は
遠
い
街
に
住
ん
で

い
た
。
そ
こ
へ
、
母
と
共
に
引
っ
越
し
た
の
だ
。
荷
造
り
し
た
鍋な
べ

や
薬や
か
ん缶
や
服
や
本
を
ト
ラ
ッ
ク
に
載

せ
、
母
と
私
は
電
車
で
行
っ
た
。
何
時
間
も
か
か
っ
て
着
い
た
街
に
は
、
高
い
ビ
ル
が
し
ゃ
き
ん
し
ゃ
き

ん
と
建
っ
て
い
て
目
が
ま
わ
り
そ
う
だ
っ
た
。
人
が
多
す
ぎ
て
息
が
苦
し
い
。
ほ
ん
と
う
に
こ
ん
な
と
こ

ろ
に
人
が
住
め
る
の
か
と
不
安
が
膨ふ
く

ら
ん
だ
。
そ
の
街
に
い
る
間
じ
ゅ
う
ず
っ
と
、
不
安
が
萎し
ぼ

む
こ
と
は

な
か
っ
た
気
が
す
る
。

半
年
ほ
ど
で
元
通
り
父
と
は
別
れ
て
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
で
戻も

ど

れ
る
。
私
が
真
っ
先
に
感
じ

た
の
は
、
こ
れ
で
戻
れ
る
と
い
う
⑥
静
か
な
よ
ろ
こ
び
だ
っ
た
。
よ
う
や
く
友
達
が
で
き
は
じ
め
て
い
た

小
学
校
を
ま
た
転
校
す
る
さ
び
し
さ
や
、
父
の
い
な
い
子
供
に
戻
る
Ｃ
体
裁
の
悪
さ
は
後
か
ら
ゆ
っ
く
り

と
追
い
か
け
て
き
た
。

そ
の
と
き
に
、
胸
の
奥
に
赤
い
花
が
咲
い
て
い
た
。
赤
い
花
の
と
こ
ろ
へ
帰
れ
る
、
と
な
ぜ
だ
か
私
は

思
っ
た
の
だ
。
そ
れ
を
今
、
不
意
に
思
い
出
し
て
い
る
。
病
院
へ
と
走
る
車
の
窓
に
、
暗
い
水
田
が
映
る
。

あ
の
頃
は
こ
の
辺
も
レ
ン
ゲ
草
だ
ら
け
だ
っ
た
。
こ
こ
で
無
数
の
赤
い
花
が
風
に
た
な
び
い
て
い
た
は
ず

だ
。
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そ
う
し
て
小
さ
な
違
和
感
に
気
づ
く
。
何
か
大
事
な
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
戻
っ
て
お
い
で
と
叫さ
け

ん
で

い
る
。
私
が
、
で
は
な
い
。
私
の
中
の
赤
い
花
が
、
だ
。
揺
れ
る
赤
い
花
が
頭
か
ら
は
み
だ
し
、
眼
の
裏

側
ま
で
こ
ぼ
れ
て
き
た
と
き
に
は
っ
と
し
た
。
こ
の
花
は
違
う
。
赤
い
け
れ
ど
レ
ン
ゲ
草
で
は
な
い
。

な
ん
だ
ろ
う
、
こ
の
花
は
。
青
い
空
に
映
え
て
揺
れ
る
花
は
、
レ
ン
ゲ
草
の
よ
う
に
華き
ゃ

奢し
ゃ

で
は
な
い
。

も
っ
と
花
び
ら
全
体
が
赤
く
て
迷
い
が
な
い
。
そ
し
て
、
濃
い
匂に
お

い
。
甘
く
し
び
れ
る
よ
う
な
匂
い
を

放
っ
て
い
る
。
誘さ

そ

わ
れ
る
よ
う
に
羽
音
が
近
づ
く
。
虫
や
鳥
が
集
ま
っ
て
く
る
。

祖
父
の
病
室
は
二
階
の
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
す
ぐ
脇わ
き

だ
っ
た
。
容
態
が
落
ち
着
く
ま
で
、
頻ひ
ん
ぱ
ん繁
に

様
子
を
見
る
た
め
な
の
だ
ろ
う
。
引
き
戸
式
の
扉
は
開
け
放
た
れ
、
祖
母
の
姿
は
な
か
っ
た
。
中
の
ベ
ッ

ド
に
小
さ
な
人
が
寝
て
い
る
、
と
思
っ
た
。
そ
れ
が
祖
父
だ
っ
た
。

声
を
か
け
る
の
が
た
め
ら
わ
れ
る
ほ
ど
、
薄う
す
が掛
け
を
ま
と
っ
た
身
体
は
小
さ
く
萎し
ぼ

ん
で
見
え
た
。
母
も

同
じ
気
持
ち
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
私
た
ち
は
何
も
い
え
ず
に
ベ
ッ
ド
に
近
づ
き
、
眠
っ
て
い
る
祖
父

の
顔
を
見
下
ろ
し
た
。

い
つ
の
ま
に
、
こ
ん
な
に
枯
れ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
気
づ
く
と
、
涙
が
に
じ
み
出
て
き
て
い
た
。

い
け
な
い
、
こ
こ
は
泣
く
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
う
思
っ
て
唇
く
ち
び
る

を
噛か

ん
だ
け
れ
ど
、
鼻
の
奥
が
つ
ー
ん

と
し
て
い
る
。

そ
の
と
き
祖
母
が
病
室
に
入
っ
て
き
た
。

「
来
て
く
れ
た
ん
か
」

に
こ
に
こ
し
て
い
る
。

「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
や
っ
て
い
っ
た
や
ろ
。
た
だ
の
過
労
や
っ
て
」

そ
う
い
い
な
が
ら
ベ
ッ
ド
の
脇
の
折
り
畳た

た

み
椅い

す子
を
引
き
出
し
、
こ
ち
ら
に
勧す
す

め
て
く
る
。

「
い
い
よ
、
自
分
で
や
れ
る
よ
」

祖
母
も
小
さ
く
な
っ
た
。
た
だ
、
深
い
皺し
わ

が
寄
っ
て
は
い
て
も
、
ふ
っ
く
ら
と
し
た
頬ほ
お

は
張
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
見
て
少
し
安
心
し
た
。

と
こ
ろ
が
母
が
泣
い
て
い
た
。
声
も
立
て
ず
は
ら
は
ら
と
涙
を
流
し
て
い
る
。 

　　

２　
　 

、
と
い
っ
て

い
る
。
聞
こ
え
な
い
ふ
り
を
し
た
。
泣
い
た
り
謝
っ
た
り
す
る
の
は
違
う
と
思
っ
た
。
で
も
、
そ
れ
は
私

が
小
さ
く
な
っ
た
祖
父
の
孫
で
あ
る
か
ら
で
、
娘
に
は
ま
た
別
の
思
い
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
老
い

た
両
親
と
離
れ
て
暮
ら
す
こ
と
に
母
は
呵か

し
ゃ
く責
を
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
だ
他
に
謝
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

面
会
時
間
が
過
ぎ
、
自
分
が
付
き
添
う
と
頑か
た
く

な
に
主
張
す
る
母
を
病
室
に
残
し
、
私
は
祖
母
と
あ
の
大

き
な
家
に
帰
る
こ
と
に
し
た
。
助
手
席
の
祖
母
は
や
っ
ぱ
り
小
さ
か
っ
た
。
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
が
包
帯
み
た
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い
で
痛
々
し
い
。

祖
母
と
ふ
た
り
で
戻
っ
た
家
も
小
さ
く
感
じ
ら
れ
て
私
は
戸
惑
っ
た
。
古
い
農
家
だ
か
ら
、
立
派
だ
と

は
い
わ
ぬ
ま
で
も
堂
々
と
し
て
い
た
。
そ
れ
が
な
ん
だ
か
急
に
み
す
ぼ
ら
し
く
見
え
て
し
ま
う
。
そ
の
、

み
す
ぼ
ら
し
い
と
い
う
言
葉
に
自
分
で
ぞ
っ
と
す
る
。
貧
し
い
と
か
、
ち
っ
ぽ
け
な
と
か
、
そ
う
い
う
の

と
は
違
う
。
襖ふ
す
ま

が
煤す
す

け
て
い
る
よ
う
な
感
じ
、
電
灯
の
笠か
さ

の
上
の
埃ほ
こ
り

が
拭ぬ
ぐ

い
切
れ
て
い
な
い
感
じ
。
歳
を

と
っ
た
ふ
た
り
に
は
大
き
な
家
が
手
に
負
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。
家
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
つ
ま
り
、

住
む
人
が
家
に
追
い
つ
か
な
く
な
っ
た
。

（
宮
下
奈
都
「
ア
ン
デ
ス
の
声
」『
遠
く
の
声
に
耳
を
澄
ま
せ
て
』
新
潮
文
庫
に
よ
る
）

問
一　

波
線
部
Ａ
～
Ｃ
の
語
句
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
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　
「
た
た
え
て
」

　

ア　

備
え
て　
　
　
　

イ　

満
た
し
て　
　
　

ウ　

称し
ょ
う
さ
ん賛
し
て　
　
　

エ　

も
た
ら
し
て

Ｂ　
「
唐
突
に
」

　

ア　

い
き
な
り　
　
　

イ　

自
然
に　
　
　
　

ウ　

鮮
明
に　
　
　
　

エ　

あ
り
あ
り
と

Ｃ　
「
体
裁
」

　

ア　

振
る
舞
い　
　
　

イ　

外
聞　
　
　
　
　

ウ　

風
情　
　
　
　
　

エ　

風
向
き

問
二　

傍
線
部
①
「
じ
い
ち
ゃ
ん
に
カ
レ
ン
ダ
ー
は
い
ら
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、
祖
父
が
カ
レ
ン
ダ
ー
を

必
要
と
し
な
い
理
由
を
、「
私
」
は
ど
の
よ
う
に
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　

祖
父
の
身
体
に
は
、
長
年
の
田
畑
仕
事
で
季
節
の
移
り
変
わ
り
が
刻
み
込
ま
れ
て
お
り
、
カ
レ
ン

ダ
ー
な
ど
な
く
て
も
田
植
え
の
時
期
な
ど
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

イ　

祖
父
母
の
休
日
は
お
正
月
と
お
盆
の
二
日
間
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
日
は
日
付
や
曜
日
、
季
節
に

関
係
な
く
働
く
た
め
、
カ
レ
ン
ダ
ー
な
ど
い
ち
い
ち
確
認
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
。

ウ　

祖
父
は
長
年
田
畑
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
、
畑
に
生
息
す
る
虫
、
太
陽
の
位
置
や
外
気
温
な
ど
、

季
節
ご
と
の
変
化
を
見
れ
ば
、
正
確
に
日
付
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

エ　

祖
父
母
は
ほ
ぼ
毎
日
決
ま
っ
た
リ
ズ
ム
で
決
ま
っ
た
生
活
を
送
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
日
に
よ
っ
て

変
わ
る
わ
け
で
も
な
く
、
日
付
や
曜
日
を
確
認
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
。
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問
三　

傍
線
部
②
「
そ
う
し
て
母
は
、
い
つ
し
か
家
を
出
る
こ
と
ば
か
り
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
」

と
あ
り
ま
す
が
、「
私
」
が
そ
の
よ
う
に
考
え
た
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

母
は
学
校
を
休
ん
で
で
も
言
わ
れ
た
通
り
農
作
業
を
手
伝
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
生
活
に
嫌
気
が

さ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
と
も
に
、
「
農
業
」
か
ら
遠
ざ
か
り
た
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
か
ら
。

イ

母
は
実
家
に
い
た
時
は
、
農
作
業
の
手
伝
い
で
忙
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
で
、
次し

第だ
い

に
学
校

で
話
せ
る
友
達
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
不
満
を
抱
く
よ
う
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
か
ら
。

ウ

祖
父
母
は
他
の
職
業
と
兼
業
せ
ず
、
専
業
農
家
で
あ
り
続
け
て
い
た
が
、
多
く
の
世
帯
が
兼
業
農

家
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
母
は
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
て
い
た
と
思
っ
て
い
る
か
ら
。

エ

多
く
の
家
庭
が
兼
業
農
家
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
中
で
、
母
の
実
家
は
専
業
農
家
で
あ
り
続
け
た
た

め
、
農
家
の
娘
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
居
づ
ら
さ
を
感
じ
た
と
思
っ
て
い
る
か
ら
。

問
四　

空
欄
　　

１　
　

に
あ
て
は
ま
る
語
句
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

だ
か
ら

イ

そ
う
し
て

ウ

そ
れ
で
も

エ

つ
ま
り

問
五　

傍
線
部
③
「
母
は
殊
更
に
明
る
い
声
を
つ
く
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の

理
由
を
六
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
六　

傍
線
部
④
「
そ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
」
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
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

祖
父
が
倒
れ
た
と
思
う
と
、
祖
父
の
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ
ず
様
々
な
場
面
が
蘇

よ
み
が
え

っ
て
き
た
。

イ

祖
父
が
倒
れ
た
と
思
う
と
、
一
緒
に
過
ご
し
た
田
舎
の
景
色
が
う
っ
す
ら
と
思
い
出
さ
れ
た
。

ウ

忘
れ
て
い
た
記
憶
の
中
に
あ
る
光
景
が
何
か
の
き
っ
か
け
で
あ
り
あ
り
と
思
い
出
さ
れ
た
。

エ

子
供
の
頃
見
た
、
垣
根
の
向
こ
う
側
一
面
に
広
が
る
赤
紫
が
、
突
然
立
ち
の
ぼ
っ
て
き
た
。

問
七　

傍
線
部
⑤
「
ど
う
や
ら
そ
れ
は
赤
紫
色
の
花
ら
し
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
そ
れ
」
の
意
味

す
る
も
の
を
、
こ
こ
よ
り
後
の
文
中
か
ら
さ
が
し
、
七
字
で
答
え
な
さ
い
。

問
八　

傍
線
部
⑥
「
静
か
な
よ
ろ
こ
び
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
「
静
か
」
な
の
で
す
か
。
三
十
五
字
以

内
で
答
え
な
さ
い
。



― 17 ―

問
九　

空
欄 

　　

２　
　 

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
自
分
で
考
え
て
答
え
な
さ
い
。

問
十　

こ
の
文
章
の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
二

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

本
文
で
は
、
発
話
の
部
分
に
は
「　
　

」
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
と
用
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
と
が
あ

る
が
、
そ
の
後
の
部
分
を
読
む
こ
と
で
、「　
　

」
が
な
く
て
も
そ
れ
が
発
話
で
あ
る
こ
と
を
容
易
に

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
読
者
の
印
象
に
残
る
よ
う
な
効
果
を
持
っ
て
い
る
。

イ　

お
も
に
「
私
」
の
視
点
で
物
語
の
展
開
が
書
か
れ
て
い
る
文
章
で
、
祖
父
母
や
母
親
の
様
子
や
内
面

が
細
か
く
て
い
ね
い
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
繊せ
ん
さ
い細
で
感
じ
や
す
い
性
格
が
読
者

に
的
確
に
浮
か
び
あ
が
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ウ　

祖
父
の
病
気
の
知
ら
せ
を
受
け
て
、「
ご
は
ん
を
食
べ
る
」
母
親
に
た
い
し
て
「
私
」
は
「
白
米
を

噛
む
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、
登
場
人
物
の
受
け
止
め
方
の
違
い
を
直
接
的
に
描
く
の
で
は

な
く
、
動
作
の
表
現
の
違
い
で
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

エ　
「
胃
が
跳
ね
返
し
て
い
る
」「
心
臓
が
強
く
訴
え
て
い
る
」
と
い
っ
た
身
体
の
一
部
を
使
っ
た
表
現
を

用
い
る
こ
と
で
「
私
」
の
内
面
が
生
き
生
き
と
描
き
出
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
余よ
い
ん韻
が
与
え

ら
れ
、
読
者
が
多
様
な
読
み
方
を
で
き
る
よ
う
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。

オ　
「
私
」
と
家
族
と
の
間
に
お
き
た
様
々
な
出
来
事
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
時
間
の
流
れ
に
沿
っ

て
記
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
回
想
す
る
場
面
や
再
び
現
在
に
戻
っ
て
く
る
な
ど
し
て
、
物
語
の
展
開
に

膨
ら
み
を
も
た
せ
、
人
物
像
を
想
像
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

　

三
　�　

次
の
①
～
⑤
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
、
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
直
し
な
さ
い
。

①　

彼
の
夢
は
飛
行
機
の
ソ
ウ
ジ
ュ
ウ
士
に
な
る
こ
と
だ
。

②　

立
て
続
け
に
雑
誌
が
ソ
ウ
カ
ン
さ
れ
る
。

③　

混
乱
が
激
化
し
、
シ
ュ
ウ
シ
ュ
ウ
が
つ
か
な
く
な
る
。

④　

自
分
が
求
め
る
条
件
に
適
う
仕
事
が
見
つ
か
ら
な
い
。

⑤　

祖
父
の
病
状
に
回
復
の
兆
し
が
見
え
始
め
た
。

（
問
題
は
以
上
で
す
。）



受
験
番
号

氏
名

二
〇
二
三
年
度
　
特
別
給
費
生
入
試
　
国
語
解
答
用
紙

一二

問
一

問
二

問
三

か
ら
。

問
四

問
五

問
六

１

２

問
七

問
八

問
九

問
一

Ａ

Ｂ

Ｃ

問
二

問
三

問
四

問
五

問
六

問
七

問
八

問
九

問
十

三

①

②

③

④

⑤

警
察
官
で
あ

っ
て
も
他
人
の
ウ
ソ
を

見
抜
く

こ
と
は
難
し
い

非　
　

エ

視
線
な
ど
の

ウ

を
見
抜
く
手
が

か

り
に
な

ら
な
い
も
の
を
過
大

に
着
目
し
た

り
、
他
人
の
言
う
こ

と

を
信
じ

す
ぎ
た
り
、
逆
に
疑

い
す
ぎ
た
り

、
あ
る
い
は
ウ
ソ
を

見

抜
く
能

力
が
あ
る
と
過
信
し

た
り
、
都
合

の
悪
い
現
実
か
ら
逃

避

し
た
り

し
て
し
ま
う
か
ら
。

た
ま
た
ま
ヤ

マ
を
は
っ
て
前
の
日

に

勉
強
し

た
と
こ
ろ
が
、
そ
の

ま
ま
テ
ス
ト

に
出
た
ん
だ
。
す
ご

く

ラ
ッ
キ

ー
だ
っ
た
。

エ　
　

ウ

　

で
た
ら
め

顔
が
真
赤
に
な
っ
た

客
観
的
な
証
拠

イ　
　

ア　
　

イ

ウ　
　

ア　
　

ウ

祖
父
が
倒
れ
た
こ
と
に

シ
ョ
ッ
ク

を
受

け
て
い

る
娘
を
落
ち
着
か

せ
る
と
と
も
に
、
ひ
る

み
そ
う
に

な
る

自
分
自

身
を
勇
気
づ
け
た

い
か
ら
。

ウ
私
の
中
の
赤
い
花

父
と
別
れ
る
手
前
、
お

お
っ
ぴ
ら

に
声
を
大
に

し
て
喜
ぶ
こ
と
は

で
き
な
い
か
ら
。

　

ご
め
ん
な
さ
い

イ　

エ

操
縦

創
刊

収
拾

か
な

き
ざ

ソ

(

順
不
同)
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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 20 ページです。
　　問題は 3～ 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。

　　　　　　　2023 年度

特別給費生入試

理　科

試験時間　40 分
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１　地球の内部を調べる方法について，次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

地球は半径およそ 6400 kmのほぼ球形で，地表から中心に向かって，地
ち

殻
かく

，マントル，

核
かく

の 3 層に分かれています。

核は地表から深さ約 2900 kmより深い部分で，主に鉄からなります。さらに核は，

状態により 2つの層に分けることもできます。深さ約 5100 kmまでは液体，そこから

中心までは固体になっています。

マントルと地殻は，主に岩石でできており，岩石のちがいにより区分されています。

直接掘
ほ

って調べたわけではないのに，どうしてわかるのでしょうか。

地
じ

震
しん

が起こると，震
しん

源
げん

から振
しん

動
どう

が四方八方に伝わっていきます。これが地震波です。

人工地震でも同様で，地震波が発生した時刻が正確にわかるため，弱い地震波でも観測

することができます。地震波にはＰ波とＳ波があり，Ｐ波は固体・液体・気体いずれの

状態でも伝わりますが，Ｓ波は固体にしか伝わりません。

震源が地表にあり，地球全体を伝わる人工地震について考えていきます。地球の反対

側までは数十分かかって伝わります。
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問１　次の図１は地球の断面の半分を，内部の構造とともに示したものです。ただし，

地殻はうすいため，ここでは省略しています。

図１　地球の内部構造

⑴�　震源（×印）から地震波が地球全体を伝わるとき，Ｐ波・Ｓ波がそれぞれ最も遠く

まで伝わる経路を解答欄
らん

の図にかき入れなさい。Ｐ波の経路は実線の矢印（　　　）�

で，Ｓ波の経路は点線の矢印（　　　）でかきなさい。ここでは地球内部を伝わる

地震波速度は一定であるものとします。

⑵�　地球全体に占
し

めるマントルの体積の割合は何％になるか，計算しなさい。答えは

小数第 1位を四捨五入して整数で答えなさい。図１のように，地球は半径 6400 km

の球形で，マントルと核の境界までの深さは 2900 km，地殻の厚さは無視するもの

とします。また，体積は半径×半径×半径に比例します。

（参考）

　球の体積＝
4
3 × 3.14 ×半径×半径×半径

　64 × 64 × 64 ＝ 262144

　29 × 29 × 29 ＝ 24389

マントル

核

地球中心
6400 km 2900 km 0 km 深さ震源
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実際には，地震波速度はかたい物質中で大きく，やわらかい物質中で小さくなります。

地球内部の地震波速度は一定ではなく，一般に地球の深部ほど地震波速度は大きくなり

ます。深部に行くほど圧力が大きくなり，岩石はかたくなるためです。ただし，液体に

なるとＰ波の地震波速度は急に小さくなります。また，岩石であっても温度が高くなる

とやわらかくなるため，地震波速度は小さくなります。

地震波が伝わっていくとき，状態が固体から液体に変わったり，岩石から金属へ物質

そのものが変わったりするところでは，地震波は屈
くっ

折
せつ

して方向を変えて伝わっていきま

す。地震波の屈折の関係は図２のようになることが知られています。

図２　地震波の屈折

地球表層は，地殻とマントルからなります。地殻の厚さは場所により大きく異なりま

すが，それでもおよそ 5～ 60 kmほどです。地殻をつくる岩石よりも，マントルをつ

くる岩石の方がかたいので，地震波速度は大きくなっています。

地震波

境界面
速度小

小

速度大
大

地震波

境界面速度小

小

大
速度大
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次の表１は，8時 48 分 50 秒に発生したある地震で，観測点までの距
きょ

離
り

とＰ波到
とう

達
たつ

時

刻をまとめたものです。

表１　観測点までの距離とＰ波到達時刻

観測点 震源距離（km） Ｐ波到達時刻

A 410 8 時 49 分 50 秒

B 360 8 時 49 分 44 秒

C 330 8 時 49 分 40 秒

D 280 8 時 49 分 34 秒

E 210 8 時 49 分 25 秒

F 160 8 時 49 分 17 秒

G 120 8 時 49 分 10 秒

H 90 8 時 49 分 05 秒

I 70 8 時 49 分 02 秒

J 50 8 時 48 分 57 秒

この結果から，地震波速度が途中で変化していることが分かります。直接地殻だけを

伝わったＰ波が観測される場合（直接波という）と，地殻からマントルに地震波が伝

わって屈折し，マントルを速く伝わった地震波が再び地表まで到達して観測される場合

（屈折波という）があり，より速く伝わった方の波がＰ波の到達時刻として記録されま

す。つまり，屈折波が直接波を追いこすと，記録は屈折波のものとなります。図３はこ

のようすを説明したものです。
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図３　地表付近の地震波の伝わり方

（方眼は自由に使ってよい）

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

屈折波

直接波

震源からの距離（km）

地殻

震源

マントル

到
達
時
間
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問２　表１の結果から，次の⑴～⑶の問いに答えなさい。

⑴�　直接波と屈折波がほぼ同時に到達する（この観測点より遠方へは屈折波の方が先

に届く）観測点は，Ａ～Ｊのどこが最も近いと考えられますか。Ａ～Ｊの記号で答

えなさい。

⑵�　①直接波のＰ波速度（秒速）と，②屈折波のマントル内を伝わるＰ波速度をそれ

ぞれ求めなさい。答えは小数第 1位を四捨五入して整数で答えなさい。

⑶�　この地域での地殻の厚さ（地殻とマントルの境界面までの

深さ）を考えます。次の図４のように地震波が地殻やマント

ルを伝わっていくものとして，地殻の厚さを求めなさい。求

め方も説明し，答えは小数点以下を四捨五入して整数で答え

なさい。なお，直角二等辺三角形の辺の長さの比は右図の通

りです。

図４　直接波と屈折波の伝わり方

境界面で地震波速度が大きく変化しなくて

も，同じ層内であっても深部ほど速度が大き

くなるため，地震波は曲がって伝わっていき

ます。さらに，地震波が核に到達すると，地

震波速度が大きく変化するため，図５のよう

に進む方向が大きく屈曲して伝わります。

図５　地球内部を伝わるＰ波の様子

45°
1

1
1.4

⑴の観測点震源
地表

地殻

45° 45°

マントル

核

マントル

地殻

震源
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次の図６は，地表付近の地表からの深さとＳ波の地震波速度の変化を表したものです。

図６　Ｓ波の地震波速度の変化

また，図７は地表付近で発生した地震波のＳ波が伝わるのにかかる時間を表したグラ

フです。震源からの距離 1100 km前後のところでグラフがとぎれていますが，これは

地震波が伝わっていないことを示しています。

図７　震源からの距離とＳ波が伝わるのにかかる時間

震源波速度（km/秒）

（km）

20

20

40
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100

200

4 6

深

　さ
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（分）
3

0 1100

6

時
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問３　図６・図７について，正しい説明をしている文を次のア～エから 1つ選び，記号

で答えなさい。

ア　地表からの深さ約 5～ 70 kmの層は，その上下の層より岩石がかたくなってい

る。

イ　地表からの深さ約 70 ～ 220 kmは，マグマが発生している層であるので，すべ

てとけて液体になっており，やわらかい。

ウ　震源からの距離 1100 kmの前後は海になっているため，地震波が伝わらない。

エ　図７でグラフがいったんとぎれた後，再び現れるとき上にずれて現れるため，と

ぎれた地点より遠い地点へ伝わるときには，地震波速度が増加していると考えられ

る。

問４　図７においてグラフがとぎれる理由を，図２・図５を参考に，次の図を使って説

明しなさい。深さの縮尺が異なりますが，図の通り考えてください。

問５　地球表層は十数枚のプレートに分かれており，海のプレートは地球表層をすべる

ように動き，陸のプレートにぶつかって，陸のプレートの下に沈
しず

みこんでいると考え

られています。これまでの内容から，プレートは何 kmぐらいの厚さであると考えら

れますか。最も適当なものを，次のア～オから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　10 km　　　イ　40 km　　　ウ　70 km　　　エ　110 km　　　オ　220 km

震源
地表

70km
220km
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地震波速度は温度の違いによっても変化します。地球内部のわずかな地震波速度の変

化をとらえ，地球の内部構造を三次元的に解析する方法を，地震波トモグラフィーとい

います。これによって海のプレートが陸のプレートの下にしずみこむようすが証
しょう

拠
こ

とし

てとらえられています。

問６　図８は，地表付近の 2地点を震源とする人工地震で発生した地震波の経路と，地

表の観測点を示したものです。図中の矢印で示した観測点では，この地域の地下の岩

石が均質であった場合と比べて地震波の到達がおそくなりました。このことから，地

下には周囲より温度が高く，やわらかい部分があると推定されます。その部分を図中

に 1つのだ円と斜
しゃせん

線（　　　　）で示しなさい。

図８　地震波の経路と地表の観測地点

震源
震源
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２　振
ふ

り子について，次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

ひろし君が振り子の実験をしています。糸におもりを付けて，糸のはしを図１のよう

にＡ点に固定します。おもりをＢ点から放すと，Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｃ→Ｂのように振れまし

た。B，C，Dはおもりの中心の点で，ＣはＡの真下にあります。ABを振り子の長さ

といい，ＢからＣまでを水平に測った長さを振れ幅
はば

ということにします。Ｂ→Ｃ→Ｄ→

Ｃ→Ｂと一往復する時間を周期と言います。

実験１　振り子の長さを 30 cmにして，振れ幅を変えて，周期をはかりました。結果

は表１のようになりました。振れ幅を変えても周期は変わらないことがわかりまし

た。

表１

振れ幅�[cm] 5 10 15

周期�[ 秒 ] 1.1 1.1 1.1

問１　振れ幅を変えても周期は変わらないことを振り子の等時性といいます。振り子の

等時性を発見した人はだれですか。次のア～カから１つ選び，記号で答えなさい。

ア　アルキメデス　　　イ　ガリレオ　　　ウ　コペルニクス

エ　ニュートン　　　　オ　パスカル　　　カ　ワット

A

B

C

D

振れ幅

図１
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ひろし君は，往復の距
きょり

離がちがうのに，同じ時間で往復するのは変だと思い，その理

由を考えてみました。

問２　振れ幅 5 cmの場合と振れ幅 15 cmの場合について，C点でのおもりの速さはど

ちらが速いでしょうか。次のア～ウから正しいものを１つ選び，記号で答えなさい。

ア　振れ幅 5 cmの方が速い。

イ　振れ幅 15 cmの方が速い。

ウ　振れ幅がちがっても速さは同じ。

ひろし君は，同じ振れ幅のときでも，位置によっておもりの速さがちがうかもしれな

いと考えました。

問３　Ｂ，Ｃ，Ｄでのおもりの速さを比べるとどうなりますか。次のア～ウから正しい

ものを 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　同じ速さ

イ　ＢとＤが最も速い

ウ　Ｃが最も速い

実験２　振り子の長さを変えて，周期をはかりました。結果は表２のようになりました。

表２

振り子の
長さ�[cm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

周期�[ 秒 ] 0.63 0.9 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2

振り子の
長さ�[cm] 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

周期�[ 秒 ] 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8
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問４　振り子の長さと周期にはどのような関係がありますか。次の文の� 　　　　　�内に適

する値を入れなさい。①，④については下の選
せん

択
たく

肢
し

から選び，答えなさい。

⑴�　振り子の長さを� 　　①　　�倍にすると，周期が 3倍になる。そのことは振り子の長

さが�　　②　　�cm と�　　③　　�cm の場合を比べるとわかる。

　�　ただし，�　　②　　�は�　　③　　�より小さいとする。答えが 2組以上ある場合は，その

うちの 1組だけを答えればよい。

⑵　振り子の長さを 2倍にすると，周期が�　　④　　�倍になる。

①，④の選択肢

�����������1�����������2�������������3����������4������������5������ �6�������������7�����������8�������9

��� 1
2
���� 1
3
���� 1
4
���� 1
5
���� 1
6
���� 1
7
���� 1
8
���� 1
9

�����0.4���������0.6����������0.8���������1.2����������1.4���������1.6��������1.8

実験３　振り子の長さを細かく変えて，周期をはかりました。結果は表３のようになり

ました。

表３

振り子の
長さ�[cm] 13 14 15 19 21 23 26 28

周期 [ 秒 ] 0.72 0.75 0.78 0.87 0.92 0.96 1 1.1
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次に，ひろし君は，振り子の長さを 30 cmにして，おもりが真上から見て，円をえ

がくように回してみました。図２Aは斜
なな

め上から見たところで，円すいの形になってい

ます。そこでこれを円すいの振り子ということにします。図２Bは横から，図２Cは真

上から見たところです。おもりが一周する時間を周期といいます。

実験４　振り子の長さを 30 cmにして，糸のかたむきの角度（図２Bの角度α）を変え

て，おもりの周期をはかりました。図２Bの AE間の長さをたての長さ，EB間の長

さを円の半径ということにします。結果は表４のようになりました。

表４　円すいの振り子

たての長さ�[cm] 28 26 23 21 19 15 14 13

円の半径�[cm] 10 15 19 21 23 26 27 27

周期�[ 秒 ] 1.1 1 0.96 0.92 ア 0.78 0.75 0.73

A

BE

図２B　横から見て図２A

A

BE

図２C　上から見て

E B

角度α
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問５　表４からわかることは何ですか。次の文の� 　　　　　�内に適する語や値を，それぞ

れ選択肢から選び，答えなさい。

⑴　たての長さが長いほど，周期が�　　①　　�。

⑵　たての長さが 2倍になると，周期が�　　②　　�倍になる。

①の選択肢

　長い　　短い

②の選択肢

�����������1�����������2�������������3����������4������������5������ �6�������������7�����������8�������9

��� 1
2
���� 1
3
���� 1
4
���� 1
5
���� 1
6
���� 1
7
���� 1
8
���� 1
9

�����0.4���������0.6����������0.8���������1.2����������1.4���������1.6��������1.8

問６　円すいの振り子で，たての長さが 19 cm，円の半径が 23 cmの場合（表４のア）

の周期は何秒か答えなさい。表３を参考にしてよい。
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ひろし君は，次に図３のような振り子を作りました。これを三角振り子とよびます。

図３

ACと BCは同じ長さの糸です。Ｃから下向きにも糸がのびています。Ｄはおもりの

中心の点を表しています。ＡとＢは天井に固定されています。ＥはＡとＢの真ん中の点

です。CDの長さを 25 cm，EDの長さを 36 cmとしました。

図３の右を東，左を西とします。図３は南方向から振り子を見たもので，紙面の奥
おく

が

北です。

実験５　三角振り子を東西方向に振らせました。すると，図４のように長さ 25 cmの

振り子として振れました。

図４

BA

C

D

E

東西

BA

C

E

D
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実験６　次に，三角振り子を南北方向に振らせました。すると，長さ 36 cmの振り子

として振れました。図５Aはそれを上から見た図で，図５Bは東から見た図です。

ECDはつねにまっすぐになっています。

　　　　　　　　図５A　上から見て　　　　　　　　　　図５B　東から見て

実験７　ひろし君は，図６Aの位置におもりを置きました。東から見ると図６Bです。

どの糸もぴんと張っています。この位置でおもりをはなしました。

　　　　　　　　図６A　上から見て　　　　　　　　　　　図６B　東から見て

問７　三角振り子は東西方向に 3回振れる（ 3往復する）間に南北方向に何回振れます

か。整数または小数で答えなさい。

BA

C

D

E
東西

南

北

C

D

E
南 北

BA

C

D

E
東西

南

北

C

D

E
南 北
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問８　上から見るとおもりはどのような軌
き

道
どう

をえがきますか。次のア～シから 1つ選

び，記号で答えなさい。選択肢の図は，右が東，上が北です。

（問題は以上です。）

ア イ ウ エ

オ カ キ ク

ケ コ サ シ
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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20ページです。
　　問題は 3 ～ 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。

　　　　　　　2023年度

特別給費生入試

社　会

試験時間　40分
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次の文章Ａ～Ｃを読んで，あとの問いに答えなさい。

Ａ

東北地方について，どのようなイメージを持っていますか。農業や水産業が盛んな地

域というイメージでしょうか。それとも①伝統的な祭りや②工芸品の印象が強いでしょ

うか。東日本大
だい

震
しん

災
さい

のことがうかんでくる人も多いと思います。

そもそも東北地方という言葉が③東北６県を示すのが一
いっ

般
ぱん

的になったのは，明治時代

のなかば以降です。では，東北地方はどのようにとらえられてきたのでしょうか。東北

地方の歴史から，そのことを考えていきましょう。

古代には，東北地方は辺境地域と見なされていました。中央の支配者は，中国の考え

方にならって東北地方の人々を蝦夷とよび，これらの人々を服属させることで国家の権
けん

威
い

を高めようとしました。８世紀前半には，陸奥国の国府となる（　１　）が築かれて

蝦夷対策の拠
きょ

点
てん

となり，８世紀後半には坂上田村麻呂が征夷大将軍に任命されました。

古代の終わりから中世のはじめにかけて東北地方を支配していた奥州藤原氏は，中央

の政権と一定の距
きょ

離
り

を取りながら，自立的な政権を樹立しようとしました。とくに，３

代目の（　２　）は朝
ちょう

廷
てい

から鎮
ちん

守
じゅ

府将軍に任命され，源義経をかくまって④源頼朝に対

抗するほどの力を持ちました。

東北地方は中央に従属すべきものという固定観念を持っていた貴族は，奥州藤原氏の

このような姿勢を警
けい

戒
かい

し，おそれました。そもそも，中央の多くの人々にとって東北地

方は非常に遠い存在でした。東北地方の地名を織りこんだ歌をよんだ貴族も，実際に東

北地方を訪れた者はほとんどいなかったのです。

近世になると，文化人のなかには松尾芭蕉のように東北地方を旅行する者も現れまし

た。⑤『奥の細道』では，東北地方は基本的に田舎で文化的な後進地としてえがかれて

いますが，石巻港のにぎわいにおどろく場面など，産業の発達がうかがえる記述もあり

ます。近世には，江戸で消費される米の多くが仙台藩から送られていました。仙台平野

北部で収
しゅう

穫
かく

された米は（　３　）川を下り，その河口にあった石巻で積みかえられて江

戸に運ばれたのです。芭蕉が俳句によみこんだ出羽の紅花も，特産品として京都に運ば

れました。
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問１　文中の空らん（　１　）～（　３　）に当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，東北地方の伝統的な祭りのようすをあらわした次の写真Ⅰ・

Ⅱと，それぞれの祭りが開かれている地図中の都市ａ～ｄとの組み合わせとして適当

なものを，あとのア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

　　　　　　　　 Ⅰ

　　　　　　　　 Ⅱ

ア　Ⅰ－ａ　Ⅱ－ｃ　　　イ　Ⅰ－ａ　Ⅱ－ｄ

ウ　Ⅰ－ｂ　Ⅱ－ｃ　　　エ　Ⅰ－ｂ　Ⅱ－ｄ

ａａ

ｂｂ

cc dd
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問３　下線部②について，次の（あ）～（う）は，東北地方の伝統工芸品についてのべ

たものです。それぞれの伝統工芸品が指定されている県名を、解答らんにあうように

漢字で答えなさい。

（あ）�　「大館曲げわっぱ」とは，この地方でとれる杉
すぎ

の木をうすくそいで筒
つつ

状にまる

めてつくる「せいろ」や「おひつ」のことである。

（い）�　「南部鉄器」とは，江戸時代にこの地方でとれた砂鉄を加工してつくられてき

た鋳
い

物
もの

のことで，茶がまや鉄びんが有名である。

（う）�　「天童将
しょう

棋
ぎ

駒
こま

」は，江戸時代に藩の財政がきびしくなった際に武士の内職とし

てはじまり，現在も将棋駒の国内生産の大部分を占めている。

問４　下線部③について，次の表は，東北６県の人口等のデータを記したものです。表

中のア～カのうち，青森県・宮城県・山形県にあたるものはどれですか，それぞれ記

号で答えなさい。

人口
（千人）

面積
（km2）

１人当たり
の県民所得
（万円）

製造品出荷額等
（億円）

米の収穫量
（トン）

ア 1,833 13,784 294.3 51,232 335,800

イ 1,211 15,275 284.1 26,435 268,600

ウ 2,302 7,282 294.5 45,590 353,400

エ 960 11,638 269.7 12,998 501,200

オ 1,068 9,323 289.7 28,679 393,800

カ 1,238 9,646 250.7 17,504 256,900
（『日本国勢図会2022/2023』より作成）
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問５　下線部④について，次の文は，源頼朝が奥州藤原氏をほろぼした理由についての

べたものです。文中の空らん（　Ｘ　）に当てはまる人物名を漢字で答えなさい。

奥州藤原氏は，朝廷と独自に結びつき，金や馬などのみつぎ物を直接京都に送っ

ていました。平氏滅
めつ

亡
ぼう

後，朝廷の実力者であった（　Ｘ　）は，源頼朝を警戒し，

勢力拡大をおさえようとしました。源頼朝にとって，（　Ｘ　）と奥州藤原氏が手

を組むことは非常に脅
きょうい

威でした。

問６　下線部⑤に記された次の俳句ア～エのうち，平泉についてよまれたものを１つ選

び，記号で答えなさい。

ア　あらたふと青葉若葉の日の光

イ　荒海や佐渡に横たふ天
あまのがわ

河

ウ　五月雨を集めて早し最上川

エ　五月雨の降りのこしてや光堂
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Ｂ

奥羽越
えつ

列藩同盟を組織した東北諸藩が，薩長両藩を中心とする新政府軍に敗れた

（　４　）戦争によって，東北地方が後進地であるという意識が強くなりました。新政

府軍は天皇に属する官軍であり，東北諸藩は天皇にしたがわない賊
ぞく

軍とされたのです。

⑥廃藩置県後には，薩長出身者が県令として派
は

遣
けん

されましたが，薩摩藩出身の⑦三
み

島
しま

通
みち

庸
つね

は東北地方の県令を歴任し，幹線道路を作る際に住民から多額の税金を取りました。

こうしたことがきっかけとなり，住民が反対運動を起こしましたが，三島はこの運動を

取りしまり，住民とともに自由党員の⑧河
こう

野
の

広
ひろなか

中を検挙しました。この福島事件は，自

由民権運動が激化したものとして知られていますが，背景には藩
はん

閥
ばつ

政府より派遣された

県令と東北地方の人々という支配・被
ひ

支配の関係があったのです。

（　４　）戦争が起こった半世紀後に，（　５　）の総裁として政治を行っていた⑨原

敬は，「白河以北一山百文
もん

（東北地方は１つの山が百文で買えるほど安い）」という東北

地方をさげすんだ言葉をもとに「一山」と名乗りました。盛岡藩士の家に生まれた原に

も，薩長への敵対心や反骨精神があったのでしょう。この気持ちが向上心につながり，

東北地方出身者ではじめて首相となる原動力になったのかもしれません。

一方で，東北地方を後進地だとするイメージは，東北地方の開発が必要であるという

考え方と結びついていきました。明治時代には，福島県で⑩安積疏
そ

水
すい

の工事がおこなわ

れ，米の生産量が飛
ひ

躍
やく

的に増えたほか，日本鉄道会社によって上野～青森間の鉄道が全

通しました。原が第一線に立っていた大正時代には，水力発電所が作られた猪苗代と東

京とを結ぶ長距離送電に成功し，関東地方に電力を供給しました。⑪台湾，朝鮮，満州

と，日本の対外膨
ぼう

張
ちょう

が進むにつれて，こうした開発の手法が各地で取り入れられていき

ました。

問７　文中の空らん（　４　）・（　５　）に当てはまる語句を漢字で答えなさい。

問８　下線部⑥について，版籍奉還のわずか２年後に廃藩置県が行われた理由を説明し

なさい。
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問９　下線部⑦について，三島通庸は初代山形県令として，植物栽
さいばい

培試験場を開設しま

した。そこで栽培された果物のなかには，今でも東北地方で多く生産されているもの

があります。次の円グラフＡ～Ｄは，東北地方で生産がさかんな果物の全国生産量の

都道府県別内訳（2020年）をしめしたものです。ＢとＣにあてはまる果物をあとのア

～エからそれぞれ１つ選び，記号で答えなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『日本国勢図会2022/2023』より作成）

ア　さくらんぼ　　　イ　ぶどう　　　ウ　もも　　　エ　りんご

A

C D

B

山梨
31%

その他

山形
9%

長野
10%

福島
23%

青森
61%

その他山形
5%

秋田
3%

長野
18%

岩手
6%

山梨
21%

その他

その他

北海道
8%

岡山
9%

山形
9%

山形
76%

長野
20%
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問10　下線部⑧について，次の文は1880年に河野広中らが政府に提出した請
せい

願
がん

書の一

部を書き直したものです。これを読んで，あとの⑴・⑵の問いに答えなさい。

わたしたちの国では，昔から政府だけが国の政治を担当し，人民もこれまでみず
から国の政治に関わることがなく，無知であるといった感じです。どうしてこの
ことが良いことだといえるでしょうか。……わたしたちは，……今後，政治に参
加する権利を得て，天皇陛下の多くのご心労を減らし，これまで国家の政治に関
するすべてで政府をわずらわせ，政府を苦労させた罪をつぐなわなければなりま
せん。

（『河野磐州伝』より）

⑴ 　この請願書が提出された時に，政治を動かしていた政府の人物として正しいもの

を，次のア～エより１つ選び，記号で答えなさい。

　　ア　板垣退助　　　イ　西郷隆盛　　　ウ　岩倉具視　　　エ　大久保利通

⑵　この請願書の一部は具体的にどのようなことを求めたものですか，答えなさい。

問11　下線部⑨について，原敬は首相在任中に衆議院議員選挙法を改正しています。

これにより，選挙権はどのような人々にあたえられましたか，答えなさい。

問12　下線部⑩について，次の⑴・⑵の問いに答えなさい。

⑴　安積疏水によって用水が供給された盆地名を漢字で答えなさい。

⑵ 　安積疏水は，米の生産量を高めたほかにもさまざまな影響を与えました。安積疏

水の影響についてのべた次の文ア～エのうち，内容にあやまりをふくむものを１つ

選び，記号で答えなさい。

　ア　疏水の高低差を利用した水力発電が行われ，周辺地域に電気を供給した。

　イ　疏水を排
はい

水
すい

路として利用し，周辺地域の水害が減少した。

　ウ　疏水の水を工業用水として利用し，周辺都市にせんい産業などの工業が発達した。

　エ　疏水の水を生活用水として利用し，周辺都市に飲料水を供給した。
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問13　下線部⑪について，昭和戦前期には満州への移民政策が進められました。次の

表・資料１・資料２・資料３を参考にして，1930年代前半に満州移民の必要性がとな

えられた背景について説明しなさい。

表　1932年～ 1940年春までの満州開
かい

拓
たく

団員の送出者上位県

１位 長野県 1,659人
２位 山形県 1,288人
３位 宮城県 1,128人
４位 新潟県 739人
５位 福島県 681人
６位 群馬県 606人
７位 熊本県 550人
８位 石川県 515人
９位 秋田県 461人
10位 埼玉県 454人

　　　　　　　（『満洲開拓統計集』より） 

資料１　まゆ・生糸価格の推移（1929年を100とする）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『近代日本経済史要覧』より）

資料２　日本の生糸・絹織物の輸出額の推移（単位：百万円）

1929年 1930年 1931年 1932年 1933年 1934年

生糸 789 417 354 382 391 287

絹織物 150 66 44 49 63 122

（『日本経済統計集』より）

0

50

100

150

1929 1930 1931 1932 1933 1934

まゆ 生糸
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資料３　1933年に作られたポスター

　　　　　　　　　　　　　　　　     　　（名古屋市博物館ホームページより）
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Ｃ

戦後，ＧＨＱは民主化政策の一
いっ

環
かん

として（　６　）を推し進めました。具体的には，

地主の大土地所有を制限し，自作農を増やすことによって農村における格差を縮めよう

としたのです。（　６　）はもともとの目的を達成しましたが，東北地方が貧しいとい

うイメージは残りました。日本が⑫高度経済成長をむかえ，工業化が進んだ大都市と農

村の収入格差が大きくなったためです。政府は農業基本法を出し，農家の所得増大を目

指しましたが，他産業のペースに比べると農業のそれはゆるやかでした。結果として，

第一次産業の従事者が比較的多い東北地方が経済的におくれているという印象が残った

のです。

しかしながら，1970年代以降，東北地方のイメージは少しずつ変わっていきました。

⑬高速道路や新幹線の開通・延
えん

伸
しん

などで移動が格段に便利になったのです。一方で，都

市公害が社会問題化するなど，行き過ぎた開発に対する批判の声が上がりはじめると，

カラーテレビから流れる歌
か

謡
よう

曲には，田園風景が残る東北地方を「古き良き日本のふる

さと」のように肯
こう

定
てい

的にえがき出すものも多くなりました。

1980年代には，青森県で弥生時代中期の水田跡
あと

が見つかり，本州の最北部でも早い段

階で稲作が行われていたことが明らかになりました。その後，1990年代に本格化した三

内丸山遺跡の発
はっくつ

掘調査では，縄文時代の大規模な集落跡が見つかり，東北地方が歴史的

に後進地であり続けたというイメージに一石を投じました。また，⑭白神山地が世界自

然遺産に登録され，東北地方の手つかずの自然が脚
きゃっ

光
こう

を浴びました。

東日本大震災では，多くのボランティアが被災地に足を運び，たくさんの義
ぎ

援
えん

金が集

まりました。日本中のどこでもこうした災害が起こる可能性があることを人々は実感

し，東北地方をより身近な地域としてとらえたのです。原子力発電所の事故につづいた

計画停電や節電協力は，これまで東北地方に原子力発電所が多く作られ，首都圏に⑮電

力を供給してきた事実を人々に認識させました。

これまで，東北地方は中央にとって都合の良い存在と見なされ，ときに時代のうねり

にほんろうされてきました。しかしながら，時流をとらえ，柔
じゅう

軟
なん

に対応しながらしなや

かに生きてきた東北地方の人々がいたからこそ，現在があるともいえます。今まさにこ

の地域で生きる人々の未来に期待し，応援することが，⑯震災からの復興の一助となる

のではないでしょうか。
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問14　文中の空らん（　６　）に当てはまる語句を漢字で答えなさい。

問15　下線部⑫について，次の表は高度経済成長期における青森県と東京都の人口を

年
ねん

齢
れい

別に表したものです。青森県における1965年の15 ～ 19歳の人口が，1960年の10

～ 14歳の人口と比
ひ

較
かく

して大きく減少した理由を説明しなさい。

青森県 1960年 1965年 東京都 1960年 1965年

10 ～ 14歳 190,309人 172,623人 10 ～ 14歳 881,163人 675,974人

15 ～ 19歳 130,156人 149,800人 15 ～ 19歳 1,250,356人 1,298,174人
 （『日本長期統計総覧　第１巻』より）　
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問16　下線部⑬について，高速道路や新幹線の開通は，東北地方の産業にも大きな

影
えいきょう

響をあたえました。次の写真は，山形県米沢市に建設された工業団地のようすをあ

らわしたものです。これを見て，あとの⑴・⑵の問いに答えなさい。

写真

（「米沢市企
きぎょう

業誘
ゆう

致
ち

促
そく

進
しん

協議会」ホームページより）

⑴　工業団地とは何ですか，説明しなさい。

⑵ 　この地域の工業の特
とくちょう

徴について述べた次の文ア～エのうち，最も適当なものを１

つ選び，記号で答えなさい。

ア　周辺で生産された農作物を加工する食品工場が多くつくられ，製品の大半は東北

中央自動車道沿いの道の駅米沢で販
はんばい

売されている。

イ　東北中央自動車道を利用して部品が運びやすく，大都市に比べて労働費が安いた

め，電気機械などの組み立て工場が増加した。

ウ　山形新幹線ができたことで，米沢ヘリポートへのアクセスがよくなったため，外

国の企業の工場が増加した。

エ　山形新幹線ができたことで，より遠くから通勤が可能になったため，たくさんの

労働力を必要とする繊
せん

維
い

関係の工場が増加した。
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問17　下線部⑭について，白神山地が世界自然遺産に登録された理由として最も適当

なものを，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア　海から陸の生き物，土にまでつながるダイナミックな食物連
れん

鎖
さ

がみられる。

イ　スギの天然林と，標高のちがいによる生育植物の差がみられる。

ウ　この地域の鳥やヤマネコ，ウサギなどに絶滅が危
き

惧
ぐ

されている固有種が多くみら

れる。

エ　約5,000万年前の北極周辺の植生に近い，貴重なブナ原生林がみられる。

問18　下線部⑮について，次のグラフは2020年の日本の発電量の内訳を，地図はグラ

フ中のＹの発電所の分布をあらわしたものです。これを見て，あとの⑴・⑵の問いに

答えなさい。

（『日本国勢図会2022/2023』より作成）

　⑴　グラフ中のＹにあてはまる発電方法を漢字で答えなさい。

　⑵ 　グラフ中のＹの発電方法が日本ではあまり普
ふ

及
きゅう

していない理由の一つとして，

国内におけるＹの発電所の建設が規制されていることがあげられます。なぜこの

発電所の建設が規制されているのでしょうか，地図を参考にして答えなさい。

火力
83.3%

原子力
3.9%

太陽光
2.6%

風力
0.9%

Y
0.2% 水力

9.1%
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問19　下線部⑯について，東日本大震災によって農業も大きな被害を受けました。と

りわけ，津波の被害を受けた地域では，主要な作物であった米の栽培が難しくなった

ため，新たに作物や栽培方法の転
てん

換
かん

が求められました。次の説明文は，新たな試みの

事例をしめしたものであり，グラフ１は日本国内のパプリカ収穫量の推移を，グラフ

２は東京中央卸
おろし

売
うり

市場におけるパプリカの取りあつかい金額（2021年度）の産地別割

合をしめしたものです。これらを見て，あとの⑴・⑵の問いに答えなさい。

説明文

・ 2014年に設立された企業が，農林水産省次世代施設園芸導入加速化支援事業を活
用して，東日本大震災の被災地である宮城県石巻市に温室栽培用のハウスを整備
してパプリカなどの野菜を生産しており，コスト削

さく

減
げん

や被災地雇
こ

用
よう

を創出する新
たな施設園芸に挑

ちょう

戦
せん

しています。
・ ハウスでの栽培システムや設備には，オランダの施設園芸の技術を導入していま
す。コンピュータによる管理により，季節を問わず安定的な栽培が可能です。
・ ハウスを加温するための燃料として，石油に加え，地元の森林組合から購

こう

入
にゅう

する
木材チップを使用しているほか，地中の浅いところに蓄

ちく

積
せき

された熱の利用を積極
的に進めています。
・企業として運営することによって，地元の人々を多数雇用しています。
・ 2021年には直営所とカフェを開業し，生産物を知って，食べてもらう機会を増や
すことにより，ブランド力向上をめざしています。

（農林水産省ホームページより，一部改変）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 グラフ１　（「地域特産野菜生産状況調査」より作成）
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グラフ２

（「東京中央卸売市場統計」より作成）

　⑴ 　この地域で栽培する農作物として温室栽培によるパプリカが選ばれたのはなぜ

ですか。説明文とグラフ１・グラフ２を参考にして，説明しなさい。

　⑵ 　説明文のような試みはどのような点において，東北地方の未来につながるで

しょうか。あなたの考えを説明しなさい。

  （問題は以上です。）
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その他
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受験番号 氏名

2023年度　特別給費生入試　社会　解答用紙

問１ 1 2 3

問２ 問３ あ 県 い 県 う 県

問４ 青森県 宮城県 山形県 問５

問６ 問７ ４ ５

問８

問９ Ｂ Ｃ 問10 ⑴ ⑵

問11

問12 ⑴ ⑵

問13

問14 ６

問15

問16
⑴

⑵ 問17

問18
⑴

⑵

問19

⑴

⑵

多賀城 藤原秀衡 北上

ウ 秋田 岩手 山形

カ ウ オ 後白河法皇

エ 戊辰 立憲政友会

藩という旧い政治体制をかえ，いち早く中央集権体制を確立するため。

ウ ア ウ 国会の開設

直接国税を3円以上納める満25歳以上の男子

郡山盆地 イ

世界恐慌がおこり，生糸や絹織物の輸出が減少して生糸やまゆの価格が急

落，養蚕による現金収入を得ていた農家の収入が減少して生活が苦しくな

った。この状況下で，日本は満州事変をおこして満州国を建国した。

農地改革

青森県の中学・高校を卒業した若者が，第二次・第三次産業が発展して賃

金の高い東京へと集団就職などで移住したため。

国や地方自治体などが，工場を集めるために整備した地域。

イ エ

地熱

火山付近は国立公園が多く，自然保護のために開発が規制されているから。

パプリカは温室で栽培することで季節を問わず安定的に栽培し，出荷

量を調整することができる。また，パプリカは半数以上が韓国などの

輸入に依存しているが，東京での市場取りあつかい量は増えており，

国内での生産を増やせば，より売れると考えられから。

木材チップや地中熱の利用など環境に優しい取り組みで，東北地方の

豊かな自然を維持しながら経済を活性化することができる。加えて，

地元の人を雇うことやブランド化を進めること，観光客を増やすこと

などで，地域の収入を増やし，若者も安心して暮らせる地域社会をつ

くることが，東北地方の未来につながると考える。
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注意

１．指示があるまで開かないようにしてください。

２．この冊
さっし

子の総ページ数は 12 ページです。
　　問題は 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。

　　　　　　　2023 年度

入試Ⅰ・帰国生入試Ⅰ

算　数

試験時間　60 分
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1

　 n回掛け合わせると aになる数を（ n☆ a）と表すことにします。

例えば面積が 9 cm2 の正方形の一辺の長さは，2回かけて 9 cm2 になるので（ 2☆ 9）cm

と表されます。つまり（ 2☆ 9）の値は 3となります。

　また，体積が 2 cm3 の立方体の一辺の長さは 3回かけて 2 cm3 になるので

（ 3☆ 2）cmとなります。（ 3☆ 2）の値はおおよそ 1.26 になります。

⑴　（あ）（ 4☆ 81）　　（い） 2☆ 4
9
の値をそれぞれ求めなさい。

⑵　（ 5☆ 1024）＋（ 6☆ 729）の値を求めなさい。

⑶　（ 2☆ 5）×（ 2☆ 5）の値を求めなさい。

⑷　（ 2☆ 16）×（ 2☆ 16）＝（ 2☆□）となるとき，□に入る数を答えなさい。

⑸　（ 6☆ 81）×（ 6☆ 81）×（ 6☆ 81）＝（□☆ 81）となるとき，□に入る数を答えな

さい。

⑹　（ 3☆ 256）×（ 6☆ 256）の値を求めなさい。またその理由も答えなさい。
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2

正多角形のいくつかの頂点を結んで，もとの正多角形の内側に正多角形を作ります。

例えば正六角形ABCDEFの 3つの頂点を結んでできる正三角形は，正三角形ACEと

正三角形BDFの 2個あります。この 2個の正三角形の辺と辺が交わる点は図のように

全部で 6個あります。

以下の問いに答えなさい。ただし⑵，⑷では 3つの辺が 1つの点で交わらないことは

前提としてかまいません。

⑴　正 24 角形の 4つの頂点を結んでできる正方形は何個ありますか。

⑵　⑴でできる正方形の辺と辺が交わる点は全部で何個ありますか。

⑶　正 2023 角形の 7つの頂点を結んでできる正七角形は何個ありますか。

⑷　⑶でできる正七角形の辺と辺が交わる点は全部で何個ありますか。

図 A

D

F

E

B

C
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3

　 4枚の正方形の板があります。3枚は両面が白色です。残りの 1枚は片面が赤色，も
う片面が青色で，1つの辺の中点に印がついています。

　印のついた辺が他の板と重ならないようにこの 4枚を組み立てて，上下に穴の空いた
図のような立体を作ります。

　図

この「赤青の板が手前，赤色が外側，印が上側」の状態を状態Aとします。
同じように，赤青の板や印の状態により，状態B，状態 C，状態Dを次の表によっ
て定めます。

状態 赤青の板 外側の色 印
A 手前 赤色 上
B 手前 青色 下
C 手前 赤色 下
D 奥 青色 下

両面が白
3枚

片面が赤色もう片面が青色
で辺の 1つに印あり

赤色 青色

状態A



― 8 ― ― 9 ―

また，3つの操作 ①，②，③ を次のように定めます。

操作 ①　
　立体の中心を通る縦の軸

じく

を基準
　として 180°回転する。
操作 ②
　立体の中心を通る横の線を基準
　として 180°回転する。
操作 ③
　手前の板と奥の板を平行移動で入れ替

か

える。
　（上下は変わらないが、外の面と内の面が入れ替わる。）

また，例えば 操作 ① の後に 操作 ② を行うことを ①② と表すことにします。

⑴ 　状態Aから ①②③① と操作すると，状態A，B，C，Dのうち，どの状態にな

りますか。A，B，C，Dを使って答えなさい。どの状態でもない場合は解答らん
に×と答えること。

⑵ 　状態Aから 操作 ① を使わないで移行できるのは，状態A，B，C，Dのうちの

どれですか。移行できる状態をすべて選んでA，B，C，Dを使って答えなさい。

⑶　状態B，C，Dから指定された操作回数で状態Aにすることを考えます。

　そのような操作での ①，②，③ を行った回数の組合せをすべて答えなさい。
　 例えば，操作 ① が 1 回，操作 ② が 2 回，操作 ③ は行わないときは（ 1，2，0）
と答えることとします。なお，状態Aにできないときには解答らんに×と答える
こと。
　　あ　状態Bから 2回の操作
　　い　状態Cから 4回の操作
　　う　状態Dから 6回の操作

操作 ①

操作 ②
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4

図の四角形ABCDは長方形で，点 Pは辺AB上

の点で点Aから 2 cmのところにあります。次に，

辺BC，CD，DA上にそれぞれ点Q，R，Sをとり

四角形 PQRS をつくります。

次の問いに答えなさい。

⑴ 　四角形 PQRS は特別な四角形になることがあります。四角形 PQRS がなること

ができる特別な四角形を下のア～オからすべて選び，記号で答えなさい。

　　ア 台形　　イ 平行四辺形　　ウ 長方形　　エ ひし形　　オ 正方形

⑵ 　四角形 PQRS の面積が，四角形ABCDの面積の半分となるのは，

　CR＝　　カ　　 cmのときか，QS＝　　キ　　 cmのときです。

　　　カ　　，　　キ　　に当てはまる値を答えなさい。

⑶ 　AS：BQ＝ 1：2，DR＝ RC，四角形 PQRS の面積が 101
4
cm2 となるときの，

　ASの長さを求めなさい。

⑷ 　四角形 PQRS の周の長さが最小となるとき

　あ　PQ+QR+RS と SP の長さの比を最も簡単な整数で答えなさい。

　　　また，その理由も答えること。

　い　四角形 PQRS の面積を求めなさい。

（問題は以上です。）

9cm

2cm
A

B C

D

RSP

Q
6cm
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⑷
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⑵ ⑶

⑷ ⑸
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答え
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カ

cm
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cm
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⑷

あ 理由
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⑵
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⑶
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う

3 －2
3
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256 2
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B A，B

（0，1，1）

（1，1，2）（1，3，0）（3，1，0）

　×

ア，イ，ウ，エ 4 6 －7
2

5　　1 24
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…②
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…③

①，②より
△×△＝○　…④

③，④より，
(○×△)×(○×△)＝256

よって，
○×△＝(2☆256）

＝16

左図のように，各辺に関して対称な長方形を
はり合わせていく。
PQ＋QR＋RS＋SPが最小となるのは，PP' が
直線となるときであり，このときQ，R' ，S' 
は直線PP' 上にある。
ここでPQ＋QR＋RS＝PQ＋QR' ＋R' S' =PS'， 
SP＝S' P' であるから，PS' とS' P' の比を求め
ればよい。
三角形PA' S' と三角形P' A'' S' は同じ形であり，
長さの比は，10：2=5：1

16

2cm

4cm

6cm

2cm

P'

A''
S'

Q

R'

C

R

DS

P

B

A'

A

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
四角形

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
線

user
折れ線

user
折れ線

user
折れ線

user
折れ線

user
折れ線

user
折れ線

user
折れ線

user
折れ線
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入
試
Ⅰ
・
帰
国
生
入
試
Ⅰ

国
　
語

注
意

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

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

　
　

問
題
は
３
～
17
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
は
な
く
、
算
用
数
字
で
記
入
し
な
さ

い
。

試
験
時
間　

60
分
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一
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
（
な
お
設
問
の
都
合
に
よ
り
、
一
部
文
章
を
改
め

ま
し
た
）。

環
境
科
学
を
学
ぶ
う
え
で
、
生
物
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
。
環
境
問
題
は
、
そ
の
場
所

に
生
き
て
い
る
生
物
に
大
き
な
影え
い
き
ょ
う響
を
与
え
る
わ
け
で
、
僕
ら
は
生
物
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
生
き
て

い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
適
切
な
対
応
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
生
物
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
？　

生
物
は
な
ん
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
？　

き

わ
め
て
根
源
的
な
問
い
で
あ
る
。
も
し
も
宗
教
に
基
づ
い
て
答
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
神
さ
ま
が

目
的
を
も
っ
て
生
物
を
創
造
し
た
、
な
ん
て
解
答
が
可
能
な
ん
だ
ろ
う
。「
環
境
を
破
壊
し
て
は
い
け
な

い
の
は
、
神
さ
ま
が
悲
し
む
か
ら
」
と
い
う
理
由
を
つ
け
る
の
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ

で
世
の
中
を
動
か
せ
る
か
と
い
う
と
、
大
き
な
疑
問
が
残
る
。
世
界
じ
ゅ
う
の
す
べ
て
の
人
が
神
さ
ま
を

信
じ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
し
て
、
世
界
に
は
い
ろ
ん
な
宗
教
が
あ
る
の
で
、
信
じ
て
い
る
神
さ

ま
と
そ
の
教
え
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

世
界
じ
ゅ
う
の
人
が
納
得
し
て
環
境
を
守
る
た
め
に
は
、
や
は
り
科
学
サ
イ
ド
か
ら
の
説
明
が
不
可
欠

だ
ろ
う
。
生
物
と
は
な
に
か
、
な
ん
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
か
。
生
物
学
は
、
宗
教
と
は
ま
っ
た
く

違
う
ド
ラ
イ
な
解
答
を
す
る
。
端た
ん
て
き的
に
い
っ
て
、
①
生
物
は
生
存
と
繁は

ん
し
ょ
く殖

の
た
め
の
装
置
で
あ
り
、
生
物

が
保
有
し
て
い
る
遺
伝
子
を
絶
や
さ
ず
に
受
け
継
ぎ
、
そ
の
コ
ピ
ー
を
増
や
す
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
遺
伝
子
と
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
よ
う
な
も
の
。
僕
ら
人
間
を
含
め
た
生
物
が
ど

の
よ
う
な
形
に
成
長
し
て
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
か
が
書
か
れ
た
設
計
図
だ
。
僕
ら
は
、
自
分
が
運
ん

で
い
る
遺
伝
子
が
存
続
し
、
そ
の
コ
ピ
ー
を
増
や
す
た
め
に
生
き
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
日
常
生
活
で

考
え
る
こ
と
な
ん
て
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
が
②
ゲ
ン
ゼ
ン
た
る
事
実
な
の
だ
。
Ｓ
Ｆ
の
ス
ト
ー

リ
ー
で
、
近
未
来
の
世
界
は
ロ
ボ
ッ
ト
や
人
工
知
能
に
支
配
さ
れ
て
い
て
人
間
が
迫は
く
が
い害
を
受
け
る
と
い
う

の
は
よ
く
あ
る
が
、
③
実
は
僕
ら
は
す
で
に
、
遺
伝
子
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

人
間
が
生
き
続
け
る
限
り
、
こ
の
事
実
は
変
わ
ら
な
い
。

人
間
に
も
生
物
に
も
本
能
が
あ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
自
分
が
多
く
の
資
源
を
得
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は

生
存
と
繁
殖
を
有
利
に
進
め
る
た
め
の
本
能
だ
。
こ
れ
は
生
物
を
動
か
し
て
い
る
遺
伝
子
に
仕
込
ま
れ
て

い
る
方
向
性
で
あ
り
、
有
名
な
生
物
学
者
で
あ
る
ド
ー
キ
ン
ス
は
そ
れ
を
「
利
己
的
な
遺
伝
子
」
と
呼
ん

だ
。
遺
伝
子
が
利
己
的
な
ら
ば
、
人
間
が
利
己
的
に
振ふ

る

舞ま

う
の
は
止
め
よ
う
が
な
い
ん
だ
ろ
う
か
？　

と

な
る
と
人
間
は
共注
１

有
地
の
悲
劇
か
ら
逃の
が

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
環
境
問
題
は
止
め
ら
れ

な
い
…
…
。
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利
己
的
な
遺
伝
子
に
支
配
さ
れ
た
生
物
は
、
利
己
的
に
振
舞
う
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
他
人
を
圧
倒

し
出
し
抜
い
て
自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
て
繁
栄
す
る
。
こ
れ
だ
け
が
生
物
や
人
間
を
支
配
す
る
法
則
な
の

だ
ろ
う
か
。
実
は
、
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
自
己
犠
牲
と
い
う
意
味
の
利
他
的
な

行
動
は
成
り
立
た
な
く
て
も
、
④
戦
略
的
互ご

恵け
い

関
係
と
い
う
の
は
成
り
立
つ
か
ら
だ
。
人
の
た
め
に
な
る

こ
と
を
す
れ
ば
、
や
が
て
そ
れ
は
自
分
の
利
益
に
な
る
。
そ
う
な
ら
ば
、
利
他
的
な
行
動
が
戦
略
的
な
意

味
を
持
つ
。
自
然
界
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
自
然
界
に
、
自
己
犠
牲
の
愛
や
無
私
の
愛
の
存
在
を
見
つ

け
る
の
は
む
ず
か
し
い
が
、
戦
略
的
互
恵
関
係
な
ら
わ
り
と
よ
く
あ
る
の
だ
。

た
と
え
ば
、
チ
ス
イ
コ
ウ
モ
リ
は
利
他
的
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
あ
る
。
洞ど

う
く
つ窟
な
ど
で
コ注
２

ロ
ニ
ー
を

作
っ
て
生
活
し
て
い
る
チ
ス
イ
コ
ウ
モ
リ
は
、
夕
方
に
な
る
と
飛
び
立
っ
て
、
獲
物
を
探
す
。
明
け
方
、

良
い
獲
物
を
見
つ
け
ら
れ
た
個
体
は
満
腹
で
コ
ロ
ニ
ー
に
帰
っ
て
く
る
が
、
運
悪
く
獲
物
に
出
会
え
な

か
っ
た
コ
ウ
モ
リ
は
空
腹
の
ま
ま
だ
。
そ
ん
な
と
き
、
満
腹
の
個
体
は
、
空
腹
の
個
体
に
、
口
移
し
で
食

物
（
獲
物
か
ら
吸
っ
た
血
液
）
を
分
け
て
あ
げ
る
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
い
つ
で
も
お
な
じ
個

体
ば
か
り
が
獲
物
に
あ
り
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
と
き
に
は
、
昨
夜
は
満
腹
だ
っ
た
個
体
が
空
腹
で
、
昨

夜
は
エ
サ
を
分
け
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
満
腹
に
な
っ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ラ
ッ
キ
ー
と
ア
ン
ラ
ッ

キ
ー
が
逆
に
な
っ
た
と
き
、
こ
の
前
の
「
お
返
し
」
と
し
て
、
逆
方
向
に
食
物
を
分
け
て
あ
げ
る
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
と
き
、
以
前
や
さ
し
く
さ
れ
た
個
体
に
は
ち
ゃ
ん
と
恩
を
返
し
、
冷
た
く
さ
れ
た
個
体
に
は

出
し
渋し
ぶ

る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
の
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
信
頼
で
き
る
仲
間
と
相
互
に
助
け
合
う
関

係
を
築
く
こ
と
。
こ
れ
は
ま
さ
に
戦
略
的
互
恵
関
係
で
あ
る
。

⑤
こ
の
よ
う
な
利
他
的
な
行
動
は
、
オ
ウ
ム
の
な
か
ま
の
ヨ
ウ
ム
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
、
ネ
ズ
ミ
や
ク
ジ

ラ
な
ど
、
複
数
の
動
物
で
も
観
察
さ
れ
て
い
る
。
生
物
の
⑥
ケ
イ
ト
ウ
的
に
遠
く
離
れ
た
種
で
戦
略
的
互

恵
関
係
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
戦
略
的
互
恵
関
係
を
は
ぐ
く
む
こ
と
が
生
物
に
と
っ
て
プ
ラ

ス
に
な
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
わ
り
と
普ふ
へ
ん遍
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

利
他
的
な
行
動
は
、
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
自
分
の
プ
ラ
ス
に
な
る
か
ら
、
進
化
の
過
程
で
獲
得
さ
れ
、

残
っ
て
き
た
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
で
は
自
己
犠
牲
、
つ
ま
り
相
手
の
適
応
度
を
上
げ
る
代だ
い
し
ょ
う償
と
し
て

自
分
の
適
応
度
を
下
げ
る
行
動
で
あ
る
。
し
か
し
動
物
に
は
脳
が
あ
り
、
も
の
ご
と
を
記
憶
す
る
力
が
備

わ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
相
手
を
助
け
た
こ
と
を
覚
え
て
も
ら
い
、
自
分
が
困
っ
た
と
き
に
お
返
し
を

し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
打
算
が
は
た
ら
い
た
結
果
、
利
他
的
な
行
動
を
と
る
の
だ
。
こ
れ
は
結
局
の
と
こ

ろ
そ
の
遺
伝
子
の
適
応
度
を
上
げ
る
こ
と
に
貢こ

う
け
ん献
し
て
き
た
か
ら
、
そ
う
い
う
特
徴
は
自
然
淘と
う

汰た

に
耐た

え

て
残
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑦
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
と
は
よ
く
い
っ
た
も
の
で
、
結
局
は
自
分
に
返
っ
て
く
る
。
た
だ
し
、
相
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手
か
ら
助
け
て
も
ら
う
け
ど
自
分
か
ら
は
助
け
な
い
と
い
う
利
己
的
な
タ
イ
プ
の
個
体
は
、
仲
間
は
ず
れ

に
さ
れ
て
適
応
度
を
下
げ
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
は
自
分
の
利
益
に
な
る
か
ら
、
戦
略
的
に
利
他
的
な
行

動
を
取
る
価
値
が
あ
る
。
こ
れ
が
戦
略
的
互
恵
関
係
だ
。
も
し
も
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
利
他
的
な
、
見

返
り
を
求
め
な
い
愛
を
示
す
生
物
が
い
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
愛
を
受
け
る
生
物
が
繁
栄
す
る
一

方
で
、
愛
を
与
え
る
側
の
生
物
は
や
が
て
絶
滅
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
冷
徹
だ
が
ま
ぎ
れ
も
な
い
真
実

で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
血
縁
関
係
が
か
か
わ
る
場
合
は
、
生
物
は
自
己
犠
牲
的
な
行
動
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
た

と
え
ば
親
が
子
を
養
う
の
は
、
子
ど
も
か
ら
の
見
返
り
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
自
分

の
遺
伝
子
を
引
き
継
い
だ
子
ど
も
た
ち
が
生
き
の
び
て
、
繁
栄
す
る
た
め
」
と
考
え
る
と
、
自
分
（
正
確

に
は
自
分
が
持
っ
て
い
る
遺
伝
子
）
に
と
っ
て
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
の
だ
。
一
方
、
血
の
つ
な
が
り

が
な
い
生
物
の
た
め
に
自
己
犠
牲
す
る
こ
と
は
、
そ
の
生
物
に
マ
イ
ナ
ス
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
。
テ
レ

ビ
を
見
て
い
る
と
た
ま
に
、「
イ
ヌ
の
お
か
あ
さ
ん
が
子
ネ
コ
を
養
っ
て
い
る
」
み
た
い
な
ニ
ュ
ー
ス
が

流
れ
た
り
す
る
。
と
て
も
こ
こ
ろ
⑧
ア
タ
タ
ま
る
話
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
食
べ
も
の
と
環
境
が
整
っ
た
飼

育
下
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
も
し
野
生
生
物
が
、
他
の
種
類
の
子
ど
も
を
養
う
な
ん
て
こ
と
が
頻
繁
に
生
じ

れ
ば
、
そ
の
種
は
絶
滅
の
危
機
に
瀕ひ
ん

す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
カ
ッ
コ
ウ
は
托た
く

卵ら
ん

と
い
う
行
動
を
取

る
。
別
の
種
の
鳥
の
巣
に
卵
を
産
み
落
と
す
と
い
う
行
動
だ
。
こ
れ
を
や
ら
れ
た
鳥
が
、
自
分
の
卵
と

カ
ッ
コ
ウ
の
卵
の
違
い
を
見
破
れ
な
け
れ
ば
、　　

１　
　 

は
大
き
く
低
下
し
て
し
ま
う
。
無
私
の
愛
で
他
人

の
子
ど
も
を
育
て
る
な
ん
て
余
裕
は
、
自
然
界
で
は
⑨
エ
イ
ゾ
ク
で
き
な
い
の
だ
。

生
物
は
基
本
的
に
利
己
的
だ
と
い
う
こ
と
は
、
残
念
な
が
ら
真
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
分
か
っ
た
う
え
で

僕
ら
は
、
環
境
問
題
を
解
決
し
、
生
態
系
を
保
全
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
犠
牲
・
善
意
・
良
心
だ

け
に
頼
っ
た
環
境
保
全
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
、
僕
ら
は
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
物
の
世
界

で
戦
略
的
互
恵
関
係
が
成
り
立
つ
よ
う
に
、
人
間
も
合
理
的
な
理
由
が
あ
れ
ば
利
他
的
に
、
他
人
の
た
め

に
行
動
す
る
こ
と
が
可
能
だ
。
こ
の
よ
う
な
性さ
が

を
活い

か
す
こ
と
が
、
環
境
問
題
の
解
決
に
求
め
ら
れ
て
い

る
と
思
う
。

魚
を
飼
っ
て
い
る
と
、
お
も
し
ろ
い
発
見
が
あ
る
。
ド
ジ
ョ
ウ
と
金
魚
を
お
な
じ
水す
い
そ
う槽
で
飼
っ
て
い
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
ド
ジ
ョ
ウ
は
本
来
、
水
底
を
主
な
生
息
地
と
し
て
砂
の
な
か
で
エ
サ
を
探
し
て
生
活
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
金
魚
と
一
緒
の
環
境
に
適
応
し
た
ド
ジ
ョ
ウ
は
、
金
魚
の
エ
サ
が
投

入
さ
れ
る
と
自
分
も
水
面
ま
で
の
ぼ
っ
て
い
っ
て
金
魚
と
一
緒
に
エ
サ
を
つ
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
最
初
の
こ
ろ
、
そ
の
ド
ジ
ョ
ウ
は
エ
サ
を
食
べ
る
の
が
下
手
で
、
水
面
ま
で
の
ぼ
っ
て
エ
サ
を
口
に

ほ
お
ば
る
の
だ
が
、
う
ま
く
飲
み
込
め
ず
口
か
ら
出
し
て
し
ま
い
、
金
魚
に
横
取
り
さ
れ
る
こ
と
も
多
々
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あ
っ
た
。
し
か
し
、
金
魚
の
エ
サ
を
食
べ
る
と
い
う
努
力
を
毎
日
や
っ
て
い
る
と
、
徐じ
ょ
じ
ょ々

に
食
べ
る
の
が

う
ま
く
な
っ
て
き
た
。
や
が
て
、
最
短
コ
ー
ス
で
水
槽
の
底
か
ら
水
面
に
や
っ
て
き
て
、
エ
サ
を
か
っ
さ

ら
う
と
ま
た
す
ぐ
水
槽
の
底
に
戻
り
、
そ
こ
で
ゆ
っ
く
り
モ
グ
モ
グ
す
る
と
い
う
習
性
を
持
つ
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
水
槽
で
は
、
二
匹
の
ド
ジ
ョ
ウ
を
飼
っ
て
い
た
。
飼
い
は
じ
め
た
の
は
同
時
で
、
当
時

は
お
な
じ
く
ら
い
の
サ
イ
ズ
だ
っ
た
の
だ
が
、
一
匹
は
と
て
も
大
胆
で
、
も
う
一
匹
は
と
て
も
臆お
く
び
ょ
う病
な
性

質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
案
の
定
、
水
面
で
金
魚
の
エ
サ
を
取
る
こ
と
を
覚
え
た
の
は
大
胆

な
ほ
う
の
ド
ジ
ョ
ウ
だ
。
臆
病
な
ド
ジ
ョ
ウ
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
水
槽
の
底
の
砂
に
身
を
隠
し
、
た
ま

に
落
ち
て
く
る
金
魚
の
エ
サ
の
お
こ
ぼ
れ
を
食
べ
る
と
い
う
状
況
に
甘あ

ま

ん
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い

う
状
況
が
半
年
く
ら
い
続
い
て
、
つ
い
に
⑩
二
匹
の
ド
ジ
ョ
ウ
に
二
倍
ほ
ど
の
体
格
差
が
生
じ
て
し
ま
っ

た
。こ

こ
ま
で
だ
と
、「
大
胆
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
の
は
す
ば
ら
し
い
」
み
た
い
な
教
訓
の
話
の
よ
う
に
聞

こ
え
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
僕
は
生
態
学
者
で
あ
り
、
大
胆
に
水
面
ま
で
の
ぼ
っ
て
く
る

ド
ジ
ョ
ウ
の
個
性
は
、
果
た
し
て
い
つ
で
も
プ
ラ
ス
に
働
く
の
か
ど
う
か
？ 

と
考
え
て
し
ま
う
。
安
全

な
我
が
家
の
水
槽
と
は
違
い
、
自
然
界
に
は
危
険
が
い
っ
ぱ
い
だ
。
小
魚
を
食
べ
よ
う
と
、
水
鳥
な
ど
の

肉
食
動
物
が
待
ち
か
ま
え
て
い
た
り
す
る
。
そ
ん
な
と
き
、
水
面
の
エ
サ
を
食
べ
る
と
い
う
行
動
は
む
し

ろ
マ
イ
ナ
ス
に
な
り
、
お
と
な
し
く
砂
に
も
ぐ
っ
て
い
る
ほ
う
が
プ
ラ
ス
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

僕
は
釣つ

り
人
で
も
あ
る
。
お
な
じ
種
類
の
魚
で
も
、
個
体
に
よ
っ
て
個
性
が
あ
る
こ
と
を
経
験
上
知
っ

て
い
る
。
た
め
ら
い
な
く
ル
ア
ー
に
食
い
つ
く
大
胆
な
個
体
も
い
れ
ば
、
臆
病
で
用
心
深
い
個
体
も
い
る
。

な
ん
で
も
口
に
入
れ
て
み
る
タ
イ
プ
の
個
体
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
た
く
さ
ん
エ
サ
を
食
べ
て
大
き
く
成

長
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ル
ア
ー
に
だ
ま
さ
れ
て
釣
り
上
げ
ら
れ
そ
こ
で
一
生
を
終
え
る
、
な

ん
て
確
率
も
高
く
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
考
え
た
の
は
、
魚
の
生
き
方
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
で
あ
る
。
ト
レ
ー
ド
オ
フ
と
は
、
何
か
を
得
る

た
め
に
何
か
を
失
う
と
い
う
関
係
性
の
こ
と
。
ド
ジ
ョ
ウ
の
場
合
、「
エ
サ
を
た
っ
ぷ
り
食
べ
る
」
と
い

う
プ
ラ
ス
に
は
、「 

　　

２　
　 

」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
が
つ
き
も
の
な
の
だ
。
自
然
界
で
生
き
て
い
る
生
物

は
み
な
、
こ
の
よ
う
な
ト
レ
ー
ド
オ
フ
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
恐
竜
は
大
き
な
体
を
持
つ
こ

と
で
繁
栄
し
た
が
、
そ
の
巨
体
を
維
持
す
る
た
め
に
は
た
く
さ
ん
の
エ
サ
が
必
要
に
な
る
。
だ
か
ら
白
亜

紀
末
期
に
地
球
環
境
が
⑪
ゲ
キ
ヘ
ン
し
た
と
き
に
絶
滅
し
て
し
ま
い
、
代
わ
り
に
体
の
小
さ
な
哺ほ
に
ゅ
う
る
い

乳
類
が

栄
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

環
境
問
題
を
考
え
る
と
き
も
、
こ
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
ド
ジ
ョ
ウ
と
お
な
じ
よ

う
に
、
⑫
僕
ら
人
間
の
行
動
に
も
ト
レ
ー
ド
オ
フ
は
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
環
境
問
題
を
気
に
せ

ず
好
き
勝
手
に
生
き
る
と
い
う
選
択
。
そ
う
す
る
と
、
い
ま
は
楽
し
い
け
ど
将
来
た
い
ヘ
ん
な
こ
と
が
生



― 7 ―

じ
る
。
逆
に
、
環
境
問
題
を
防
止
す
る
た
め
禁
欲
的
な
生
活
を
送
る
。
そ
う
す
る
と
未
来
の
環
境
は
守
ら

れ
る
け
ど
、
僕
ら
は
強
い
ス
ト
レ
ス
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
存
在
す
る
と
き
、
答
え
は
ひ
と
つ
に
決
ま
ら
な
い
。
も
し
も
、
長
所
し
か
な
い
選せ
ん

択た
く

肢し

が
あ
る
な
ら
、
僕
ら
は
迷
わ
ず
そ
れ
を
選
択
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
僕
ら
の
前
に
存
在
す
る

選
択
肢
は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
所
と
短
所
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
弱
点
は
あ
る
。
そ
し
て
、

環
境
問
題
に
関
す
る
選
択
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
存
在
す
る
こ
と
が
多
々
あ
る
の
だ
。
た

と
え
ば
、
僕
ら
が
文
明
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
つ
く
り
方
。
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

も
太
陽
光
・
風
力
・
地
熱
・
潮ち
ょ
う
せ
き汐
な
ど
い
ろ
ん
な
タ
イ
プ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
長
一
短
が
あ
る
。
僕

ら
は
冷
静
に
、
客
観
的
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。
と
き
に
は
、
複
数
の
選
択
肢
を
併
存
さ
せ
る
リ注
３

ス
ク

へ
ッ
ジ
と
い
う
考
え
方
が
必
要
に
な
っ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
環
境
問
題
の
解
決
は
む
ず
か
し
い
こ

と
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
な
に
か
の
役
に
立
つ
と
思
う
。
⑬
も
し
あ
な
た
の
前
に
「
〇
〇
を
や
れ
ば
環

境
問
題
は
す
べ
て
解
決
！
」
み
た
い
な
こ
と
を
言
う
人
が
現あ

ら
わ

れ
た
ら
、
そ
の
人
は
十
中
八
九
、
あ
る
い
は

そ
れ
以
上
の
確
率
で
詐さ

ぎ

し
欺
師
で
あ
る
こ
と
を
見
破
れ
る
の
だ
。

（
伊
勢
武
史
『
２
０
５
０
年
の
地
球
を
予
測
す
る
―
―
科
学
で
わ
か
る
環
境
の
未
来
』　

ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書
に
よ
る
）

　

注
１　

 

共
有
地
の
悲
劇　

 

多
く
の
人
が
自
分
の
利
益
だ
け
を
中
心
に
考
え
、
他
人
の
立
場
な
ど
を
考
え
な
い
で
行
動
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
共
有
資
源
が
す
っ
か
り
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
。

　

注
２　

コ
ロ
ニ
ー  

動
植
物
が
集
ま
っ
て
い
る
場
所
。

　

注
３　

リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ  

危
険
や
危
機
を
避
け
る
こ
と
。

問
一　

傍
線
部
①
「
生
物
は
存
在
と
繁
殖
の
た
め
の
装
置
」
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　

生
物
は
、
生
物
全
体
を
存
在
さ
せ
、
繁
殖
さ
せ
る
た
め
の
し
か
け
を
必
ず
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
。

イ　

生
物
は
、
関
係
す
る
生
物
と
互
い
に
助
け
合
い
、
地
球
上
に
存
在
し
繁
殖
す
る
目
的
で
生
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

生
物
は
、
自
分
以
外
の
種
が
存
在
し
た
り
繁
殖
し
た
り
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
。

エ　

生
物
は
、
自
己
を
生
存
さ
せ
、
自
己
の
子
孫
を
繁
栄
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
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問
二　

傍
線
部
③
「
実
は
僕
ら
は
す
で
に
、
遺
伝
子
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
だ
」
と

あ
り
ま
す
が
、
遺
伝
子
は
何
を
支
配
し
て
い
る
の
で
す
か
。
そ
れ
を
示
す
内
容
を
文
中
か
ら
二
十
五
字

以
内
で
さ
が
し
、
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
④
「
戦
略
的
互
恵
関
係
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
例
と
し
て
筆
者
が
文
中
で
あ
げ
て
い
る

の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。
そ
の
内
容
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　

チ
ス
イ
コ
ウ
モ
リ
は
満
腹
の
時
に
空
腹
の
個
体
に
食
物
を
運
び
、
状
況
が
よ
く
な
る
ま
で
食
物
を

与
え
続
け
る
こ
と
。

イ　

チ
ス
イ
コ
ウ
モ
リ
の
満
腹
の
個
体
が
、
空
腹
個
体
に
、
獲
物
か
ら
吸
っ
た
血
液
を
与
え
る
こ
と
で

信
頼
で
き
る
仲
間
を
増
や
す
こ
と
。

ウ　

チ
ス
イ
コ
ウ
モ
リ
の
満
腹
の
個
体
と
空
腹
の
個
体
と
が
、
助
け
て
も
ら
っ
た
相
手
と
の
間
で
食
物

を
分
け
合
う
こ
と
。

エ　

チ
ス
イ
コ
ウ
モ
リ
は
信
頼
で
き
る
仲
間
と
助
け
合
う
た
め
に
、
エ
サ
を
分
け
合
い
な
が
ら
空
腹
を

満
た
す
と
い
う
こ
と
。

問
四　

傍
線
部
⑤
「
こ
の
よ
う
な
利
他
的
な
行
動
は
、
オ
ウ
ム
の
な
か
ま
の
ヨ
ウ
ム
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
、

ネ
ズ
ミ
や
ク
ジ
ラ
な
ど
、
複
数
の
動
物
で
も
観
察
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
動
物
が

「
利
他
的
な
行
動
」
を
行
な
う
た
め
に
必
要
な
も
の
は
何
で
す
か
。
文
中
か
ら
十
字
以
内
で
抜
き
出
し

て
答
え
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
⑦
「
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
わ
ざ
と
同
じ
意
味
を
示
し

て
い
る
部
分
を
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
六　
　　

１　
　 

に
入
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
一
語
を
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
七　

傍
線
部
⑩
「
二
匹
の
ド
ジ
ョ
ウ
に
二
倍
ほ
ど
の
体
格
差
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
を
七
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
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問
八　
　　

２　
　 

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

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

生
態
系
を
壊
し
か
ね
な
い

イ　

我
が
身
を
危
険
に
さ
ら
す

ウ　

繁
殖
す
る
機
会
を
減
ら
す

エ　

生
物
に
悪
影
響
を
与
え
る

問
九　

傍
線
部
⑫
「
僕
ら
人
間
の
行
動
に
も
ト
レ
ー
ド
オ
フ
は
存
在
し
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ト

レ
ー
ド
オ
フ
の
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
文
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。

ア　

本
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
た
く
さ
ん
の
知
識
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

イ　

ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
力
と
協
調
性
と
が
自
然
と
身
に
つ
い
て
い
く
。

ウ　

海
外
の
映
画
を
た
く
さ
ん
観み

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
語
を
勉
強
し
た
く
な
る
。

エ　

家
族
と
の
時
間
を
増
や
し
す
ぎ
る
と
、
自
分
の
自
由
な
時
間
が
減
っ
て
し
ま
う
。

問
十　

傍
線
部
⑬
「
も
し
あ
な
た
の
前
に
『
〇
〇
を
や
れ
ば
環
境
問
題
は
す
べ
て
解
決
！
』
み
た
い
な
こ

と
を
言
う
人
が
現
れ
た
ら
、
そ
の
人
は
十
中
八
九
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
確
率
で
詐
欺
師
で
あ
る
こ

と
を
見
破
れ
る
の
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
を
八
十
字
以
内
で
答
え
な

さ
い
。

問
十
一　

傍
線
部
②
「
ゲ
ン
ゼ
ン
」・
⑥
「
ケ
イ
ト
ウ
」・
⑧
「
ア
タ
タ
」・
⑨
「
エ
イ
ゾ
ク
」・
⑪
「
ゲ
キ

ヘ
ン
」
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。
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二
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

【
こ
こ
ま
で
の
あ
ら
す
じ
】

戦
争
で
片
足
を
失
っ
た
祖
父
に
手
紙
を
送
っ
て
く
る
義
足
（
人
工
の
足
）
の
女
性
を
み
の
り

が
競
技
場
に
訪
ね
る
。
そ
の
女
性
は
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
場
す
る
走
り
高
跳
び
の
選
手
で
、

涼り
ょ
う
か花
と
い
う
。
み
の
り
は
「
な
ぜ
祖
父
の
お
か
げ
で
競
技
を
続
け
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
」
を

知
り
た
い
と
思
い
、
涼
花
を
訪
ね
て
き
た
。

「
は
じ
め
て
こ
の
練
習
会
に
き
た
と
き
、
そ
の
日
の
初
参
加
者
が
私
と
①
き
ー
ち
ゃ
ん
だ
っ
た
ん
だ
よ

ね
」ひ

と
と
お
り
ト
ラ
ッ
ク
を
走
り
、
仲
間
た
ち
に
指
導
を
し
た
あ
と
、
芝
生
に
戻
っ
て
き
た
涼
花
は
み
の

り
の
隣
に
座
っ
て
話
し
は
じ
め
た
。

「
え
ー
っ
、
も
う
二
十
年
前
に
な
る
の
か
あ
。
…
…
っ
て
、
タ
メ
口
ご
め
ん
な
さ
い
」

「
そ
ん
な
の
ぜ
ん
ぜ
ん
か
ま
い
ま
せ
ん
。
タ
メ
口
で
お
願
い
し
ま
す
」
み
の
り
が
言
う
と
、

「
お
願
い
さ
れ
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
」
と
笑
っ
て
か
ら
、
涼
花
は
続
け
る
。

「
初
参
加
者
が
最
年
少
と
最
年
長
だ
っ
て
、
み
ん
な
笑
っ
て
た
の
覚
え
て
る
。
私
は
そ
の
半
年
前
に
骨
の

癌が
ん

で
足
を
失
っ
て
て
、
で
も
子
ど
も
だ
か
ら
、
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
な
く
て
、
な
お
る
ん
だ
と
ど
っ
か
で

思
っ
て
た
の
。
ま
た
生
え
て
く
る
っ
て
い
う
か
。
だ
っ
て
、
生
え
て
き
そ
う
で
し
ょ
？　

だ
か
ら
滝
井
さ

ん
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
い
か
れ
て
、
義
足
作
っ
て
も
ら
っ
て
、
②
な
ん
か
す
ご
く
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た

ん
だ
よ
ね
。
義
足
な
ん
て
作
っ
た
ら
、
生
え
て
く
る
も
ん
も
生
え
て
こ
な
そ
う
じ
ゃ
ん
。
つ
ー
か
、
生
え

て
こ
な
い
ん
だ
け
ど
」

涼
花
は
そ
こ
で
さ
も
お
か
し
そ
う
に
笑
う
。

「
連
れ
て
い
か
れ
た
練
習
会
も
、
夜
だ
し
、
大
人
ば
っ
か
り
だ
し
、
そ
れ
に
、
そ
の
大
人
た
ち
み
ん
な
義

足
だ
か
ら
、
だ
れ
も
生
え
て
き
て
な
い
っ
て
シ
ョ
ッ
ク
だ
し
。
走
る
の
な
ん
て
こ
わ
く
て
、
も
う
い
や
で

い
や
で
、
私
、
ぶ
ん
む
く
れ
て
座
っ
て
た
の
。
そ
し
た
ら
さ
、
最
年
長
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
さ
、
義
足
を

つ
け
て
も
ら
っ
て
、
ほ
ら
、
あ
の
人
み
た
い
に
。
あ
の
こ
ろ
は
競
技
用
の
義
足
も
ま
だ
試
作
品
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
で
も
ま
あ
、
そ
れ
を
つ
け
て
さ
」

と
、
涼
花
は
二
度
目
の
参
加
者
だ
と
い
う
女
性
を
指
す
。
ト
ラ
ッ
ク
を
こ
う
こ
う
と
照
ら
す
明
か
り
の

下
、
彼
女
は
今
度
は
坂
田
さ
ん
に
付
き
添
わ
れ
て
、
歩
い
た
り
跳と

ん
だ
り
し
て
い
る
。

「
最
年
長
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
あ
あ
や
っ
て
、
走
り
慣
れ
た
人
と
滝
井
さ
ん
に
教
わ
り
な
が
ら
、
ト

ラ
ッ
ク
を
よ
ろ
よ
ろ
歩
い
て
い
っ
て
、
最
初
は
す
ご
く
不
安
定
に
歩
い
て
る
ん
だ
け
ど
、
そ
の
う
ち
歩
く
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の
が
、
ぴ
ょ
ん
、
ぴ
ょ
ん
っ
て
ジ
ャ
ン
プ
す
る
み
た
い
に
な
っ
て
、
健
常
の
足
の
ほ
う
で
と
き
ど
き
ケ
ン

ケ
ン
し
な
が
ら
、
と
ん
、
と
ん
、
と
ん
っ
て
、
ト
ラ
ッ
ク
一
周
す
る
こ
ろ
に
は
、
ぎ
こ
ち
な
い
け
ど
走
っ

て
る
ん
だ
よ
！
」

涼
花
は
③
た
っ
た
今
そ
の
姿
を
見
た
か
の
よ
う
に
目
を
丸
く
し
て
み
の
り
を
見
る
。

「
私
か
ら
し
た
ら
、
も
う
す
ご
い
年
取
っ
た
お
じ
い
ち
ゃ
ん
な
わ
け
。
そ
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
と
ん
、

と
ん
、
と
ん
っ
て
跳
び
上
が
る
み
た
い
に
、
で
も
走
っ
て
て
、
し
か
も
笑
っ
て
て
、
そ
れ
で
二
周
し
て
、

ぜ
え
ぜ
え
言
い
な
が
ら
戻
っ
て
き
て
、
私
の
隣
に
倒
れ
こ
む
み
た
い
に
し
て
寝
っ
転
が
っ
て
、
ぜ
え
ぜ
え

し
な
が
ら
も
、
あ
ー
っ
は
っ
は
っ
は
っ
て
空
を
見
上
げ
た
ま
ま
発
作
み
た
い
に
大
声
で
笑
い
出
し
て
、
止

ま
ん
な
い
ん
だ
よ
笑
い
が
。
私
、
気
味
悪
く
て
、
こ
の
人
死
ん
じ
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
離
れ
よ
う
と

し
た
ら
、
き
ー
ち
ゃ
ん
が
私
を
見
て
、
叫
ん
だ
ん
だ
よ
、『
あ
ー
、
す
ご
い
や
ん
か
、
こ
ん
な
ん
じ
ゃ
空

を
飛
べ
る
ん
と
ち
ゃ
う
ん
や
ろ
か
！
』
っ
て
。
そ
ん
で
ま
た
笑
っ
て
」

話
し
な
が
ら
涼
花
も
笑
い
出
す
。
み
の
り
は
聞
き
な
が
ら
、
そ
れ
は
人
違
い
で
は
な
い
の
か
と
思
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
み
の
り
は
一
度
も
、
本
当
に
一
度
た
り
と
も
、
清
美
が
声
を
あ
げ
て
笑
う
の
を

見
た
こ
と
が
な
い
。
だ
か
ら
寝
っ
転
が
っ
て
発
作
の
よ
う
に
笑
う
清
美
な
ど
、
ど
う
し
て
も
思
い
浮
か
べ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
そ
れ
が
ね
、
本
当
に
、
な
ん
て
い
う
か
も
う
び
っ
く
り
す
る
く
ら
い
気
持
ち
よ
さ
そ
う
だ
っ
た
ん
だ
。

そ
れ
で
私
も
、
立
っ
て
、
ト
ラ
ッ
ク
に
い
っ
た
ん
だ
。『
お
じ
ょ
う
ち
ゃ
ん
、
気
つ
け
て
、
飛
ん
で
っ
て

し
ま
う
か
ら
！
』
っ
て
う
し
ろ
か
ら
言
わ
れ
て
。
そ
れ
で
私
も
、
歩
く
と
こ
ろ
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
弾は
ず

む
よ

う
に
し
て
走
っ
て
み
た
。
う
ま
く
い
か
な
く
て
転
ぶ
ん
だ
け
ど
、
滝
井
さ
ん
は
助
け
た
り
し
て
く
れ
な
い

ん
だ
よ
ね
。
だ
か
ら
起
き
上
が
っ
て
、
ま
た
走
っ
て
み
て
、
そ
う
し
た
ら
さ
、
何
歩
か
は
走
れ
る
わ
け
。

で
も
、
今
見
た
よ
う
な
、
き
ー
ち
ゃ
ん
み
た
い
な
興
奮
な
ん
て
な
い
。
だ
っ
て
ほ
ら
、
走
れ
な
く
な
っ
て

ま
だ
日
が
浅
い
か
ら
。
は
？　

ぜ
ん
ぜ
ん
走
れ
な
い
じ
ゃ
ん
と
し
か
思
わ
な
い
ん
だ
よ
ね
。
で
も
、
一
回

ト
ラ
ッ
ク
に
出
て
転
ん
だ
ら
、
こ
わ
く
は
な
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
次
の
週
も
次
の
週
も
、
親
に
連
れ
て
き

て
も
ら
っ
た
。
い
つ
か
き
ー
ち
ゃ
ん
が
言
っ
た
み
た
い
に
、
空
を
飛
ん
で
っ
ち
ゃ
う
っ
て
思
え
る
日
が
く

る
は
ず
だ
と
思
っ
て
、
通
い
続
け
た
ん
だ
よ
ね
。
き
ー
ち
ゃ
ん
も
と
き
ど
き
き
て
て
さ
、
言
っ
て
み
れ
ば

私
た
ち
は
同
期
な
わ
け
じ
ゃ
ん
。
負
け
る
も
ん
か
と
も
、
が
ん
ば
ろ
う
ぜ
と
も
、
思
う
わ
け
よ
。
あ
、
私

が
勝
手
に
ね
。
だ
か
ら
き
ー
ち
ゃ
ん
が
こ
な
く
な
っ
て
ち
ょ
っ
と
が
っ
か
り
し
た
ん
だ
よ
ね
」

「
そ
れ
で
あ
の
、
競
技
を
続
け
ら
れ
た
の
は
祖
父
の
お
か
げ
だ
っ
て
、
い
ま
だ
に
思
っ
て
て
く
れ
る
ん
で

す
か
」
涼
花
の
話
に
出
て
く
る
き
ー
ち
ゃ
ん
を
、
清
美
と
重
ね
ら
れ
な
い
ま
ま
み
の
り
は
訊き

く
。

「
あ
の
さ
、
私
の
場
合
は
ま
だ
七
歳
と
か
だ
っ
た
か
ら
ね
、
し
か
も
親
が
け
っ
こ
う
早
く
こ
の
練
習
会
に

連
れ
て
き
て
く
れ
た
か
ら
、
義
足
に
慣
れ
る
の
も
早
か
っ
た
し
、
小
学
校
で
も
ふ
つ
う
に
体
育
の
時
間
に
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参
加
し
て
た
の
ね
。
で
も
陸
上
を
本
格
的
に
は
じ
め
た
の
は
大
学
に
入
っ
て
か
ら
だ
し
、
い
く
ら
慣
れ
て

る
と
い
っ
て
も
練
習
は
き
つ
い
し
、
こ
れ
以
上
な
い
く
ら
い
に
が
ん
ば
っ
て
も
勝
て
な
い
と
き
の
ほ
う

が
、
私
は
多
か
っ
た
し
…
…
。
し
か
も
い
い
結
果
が
出
た
ら
出
た
で
、
こ
の
、
板
バ
ネ
の
せ
い
だ
と
か
、

滝
井
さ
ん
に
特
殊
な
競
技
用
を
作
っ
て
も
ら
っ
て
る
と
か
、
い
や
な
こ
と
言
わ
れ
た
り
も
す
る
し
」

涼
花
は
ジ
ャ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
、
先せ
ん
た
ん端
が
バ
ネ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
義
足
を
見
せ
る
。

「
が
ん
ば
ら
な
い
人
っ
て
が
ん
ば
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
、
が
ん
ば
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
か
わ
か
ん
な

い
の
。
だ
か
ら
が
ん
ば
っ
て
る
人
が
ど
ん
な
ふ
う
に
が
ん
ば
っ
て
る
の
か
、
わ
か
ん
な
い
の
。
な
ん
で
が

ん
ば
る
の
か
も
わ
か
ん
な
い
の
。
わ
か
ん
な
い
か
ら
、
い
い
結
果
出
し
た
人
の
こ
と
、
な
ん
か
奥
の
手
を

使
っ
て
ズ
ル
し
た
み
た
い
に
し
か
思
え
な
い
の
。
そ
ん
な
ふ
う
に
言
わ
れ
た
ら
や
っ
ぱ
り
悔く

や

し
い
し
、
い

や
に
な
っ
ち
ゃ
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
に
私
は
ず
っ
と
、
き
ー
ち
ゃ
ん
に
手
紙
を
書
い
て
き
た
ん

だ
よ
ね
。
返
事
は
こ
な
い
ん
だ
け
ど
…
…
」

涼
花
は
走
る
人
た
ち
で
混
み
合
う
ト
ラ
ッ
ク
に
目
を
や
る
。
み
の
り
も
涼
花
の
目
線
の
先
を
追
う
が
、

清
美
の
部
屋
か
ら
出
て
き
た
封ふ
う
と
う筒
が
浮
か
ぶ
。
丸
文
字
の
癖く
せ

が
残
る
文
字
、
か
わ
い
ら
し
い
記
念
切
手
。

④
彼
女
の
書
き
送
る
焦あ

せ

り
や
悔
し
さ
を
、
清
美
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
ふ
う
に
読
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

「
返
事
は
こ
な
い
ん
だ
け
ど
、
手
紙
書
い
て
る
と
、
あ
り
あ
り
と
思
い
出
す
わ
け
。
飛
べ
る
ん
と
ち
ゃ
う

ん
や
ろ
か
っ
て
、
気
持
ち
よ
さ
そ
う
な
声
。
そ
の
感
じ
を
知
り
た
い
、
ど
う
し
て
も
知
り
た
い
、
う
ん
、

記
録
じ
ゃ
な
い
、
順
位
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
思
う
と
、
ま
た
き
つ
い
練
習
を
続
け
ら
れ
る
の
。
今
も
わ
か
ら

な
い
ん
だ
、
飛
ん
で
っ
ち
ゃ
う
感
じ
。
だ
か
ら
ジ
ャ
ン
プ
す
る
と
き
に
ね
、
い
つ
も
思
っ
て
る
も
ん
、
飛

ん
で
け
！　

飛
ん
で
け
！　

っ
て
」

「
ぜ
ん
ぜ
ん
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
祖
父
は
あ
の
、
大
声
で
笑
っ
た
り
し
な
い
か
ら
…
…
」

祖
父
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
こ
の
女
性
が
ど
れ
ほ
ど
が
ん
ば
っ
て
き
た
の
か
も
、
と
う
ぜ
ん
な
が
ら
知

ら
な
か
っ
た
と
み
の
り
は
思
う
。
は
じ
め
て
見
た
と
き
、
あ
ま
り
に
も
軽
々
と
跳
ん
で
い
た
か
ら
、
そ
こ

に
い
き
着
く
ま
で
に
ど
れ
ほ
ど
の
努
力
が
あ
る
の
か
も
、
ま
っ
た
く
考
え
て
も
み
な
か
っ
た
。

「
笑
う
姿
も
だ
け
ど
、
走
る
祖
父
の
姿
も
ま
っ
た
く
想
像
で
き
な
い
し
…
…
」

「
⑤
あ
ん
な
に
お
か
し
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
み
た
い
に
笑
っ
た
の
は
、
私
も
あ
の
と
き
し
か
見
て
い
な
い
。

な
ん
か
あ
の
と
き
、
き
ー
ち
ゃ
ん
の
な
か
で
は
す
ご
い
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
」

「
あ
」
み
の
り
は
ふ
と
思
い
出
し
て
声
を
出
す
。
下
宿
に
泊
ま
っ
た
清
美
が
深
夜
泣
い
て
い
た
こ
と
を
。

「
あ
の
、
二
〇
〇
〇
年
、
シ
ド
ニ
ー
で
の
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
、
練
習
会
の
み
な
さ
ん
で
見
ま
し
た
か
？
」

「
あ
あ
、
あ
あ
、
う
ん
う
ん
、
あ
っ
た
ね
。
よ
く
覚
え
て
る
。
あ
の
と
き
は
さ
、
日
本
人
で
は
じ
め
て
競

技
用
の
義
足
を
つ
け
た
選
手
が
出
て
、
そ
れ
で
滝
井
さ
ん
も
そ
の
選
手
と
い
っ
し
ょ
に
現
地
入
り
し
て
た

か
ら
、
練
習
会
の
み
ん
な
で
見
よ
う
っ
て
こ
と
に
な
っ
て
、
だ
れ
か
が
お
っ
き
な
テ
レ
ビ
の
あ
る
お
店
を
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予
約
し
て
く
れ
て
、
見
た
ん
だ
っ
た
と
思
う
。
私
は
映
像
は
覚
え
て
な
い
け
ど
、
日
本
人
初
の
競
技
用
義

足
っ
て
い
う
の
は
、
私
た
ち
に
し
た
ら
『
い注

や
で
ご
ざ
る
ペ
リ
ー
さ
ん
』
み
た
い
な
、
す
ご
い
こ
と
だ
か

ら
、
そ
の
と
き
の
こ
と
は
覚
え
て
る
」

い
や
で
ご
ざ
る
が
何
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
⑥
あ
の
と
き
の
で
き
ご
と
に
合が
て
ん点
が
い
っ
て
み
の

り
は
そ
れ
に
つ
い
て
訊
き
そ
び
れ
た
。

「
っ
て
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
陸
上
選
手
は
ふ
つ
う
の
義
足
で
出
場
し
て
た
っ
て
こ

と
で
す
か
」

「
だ
と
思
う
。
そ
の
選
手
は
今
も
活
躍
し
て
て
す
ご
い
ん
で
す
、
二
メ
ー
ト
ル
跳
ん
じ
ゃ
う
ん
だ
か
ら
。

今
度
の
パ
ラ
も
出
る
し
」
と
、
我
が
こ
と
の
よ
う
に
涼
花
は
言
う
。

大
声
で
笑
う
、
泣
く
。
み
の
り
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
い
や
、
家
族
の
だ
れ
も
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、

こ
の
練
習
会
で
だ
け
、
清
美
は
そ
ん
な
ふ
う
に
感
情
を
爆
発
さ
せ
て
い
た
の
か
と
思
う
と
、
み
の
り
は
複

雑
な
気
持
ち
に
な
る
。
な
ぜ
家
で
は
笑
う
こ
と
も
怒
る
こ
と
も
泣
く
こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
い
や
、

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
ぜ
そ
れ
を
家
族
に
見
せ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
男
の
恥は
じ

」
的
な
昔
の

価
値
観
だ
ろ
う
か
？

「
ほ
ら
彼
女
、
彼
女
も
が
ん
ば
っ
て
る
け
ど
、
義
足
で
す
ぐ
走
れ
る
よ
う
に
な
る
人
っ
て
、
大
人
な
ら
な

お
さ
ら
、
め
っ
た
に
い
な
い
の
。
ま
ず
こ
わ
い
。
転
ぶ
の
は
本
当
に
こ
わ
い
。
バ
ラ
ン
ス
と
る
の
も
む
ず

か
し
い
。
き
ー
ち
ゃ
ん
は
あ
の
と
き
、
も
う
七
十
歳
く
ら
い
？　

だ
か
ら
は
じ
め
て
で
あ
ん
な
ふ
う
に
走

れ
た
の
は
す
ご
い
こ
と
。
滝
井
さ
ん
は
、
さ
す
が
元
ア
ス
リ
ー
ト
だ
っ
て
言
っ
て
た
け
ど
、
そ
れ
だ
っ
て

五
十
年
は
走
っ
て
な
か
っ
た
わ
け
で
し
ょ
？　

あ
の
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
、
私
は
今
も
泣
き
そ
う

に
な
る
」

「
え
、
な
ん
で
す
か
」
み
の
り
は
涼
花
の
話
を
遮さ

え
ぎ

っ
た
。「
じ
い
ち
ゃ
ん
が
な
ん
で
す
っ
て
？
」

「
だ
か
ら
五
十
年
も
走
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
」

「
そ
の
前
で
す
。
ア
ス
リ
ー
ト
？
」
み
の
り
が
訊
く
と
、
⑦
涼
花
は
ま
じ
ま
じ
と
み
の
り
を
見
つ
め
て
、

ぷ
っ
と
噴
き
出
し
た
。

「
や
ー
だ
ー
、
な
ん
で
そ
ん
な
に
な
ん
に
も
知
ら
な
い
の
？　

え
、
マ
ジ
で
知
ら
な
い
の
？
」

や
は
り
涼
花
の
話
し
て
い
る
の
は
べ
つ
の
清
美
だ
、
ど
こ
か
知
ら
な
い
と
こ
ろ
の
同
姓
同
名
の
老
人

だ
。「
清
美
さ
ん
は
若
い
と
き
陸
上
選
手
だ
っ
た
っ
て
知
ら
な
い
の
マ
ジ
で
す
か
？　

名
前
忘
れ
た
け
ど
、

昔
の
国
体
み
た
い
な
大
会
で
優
勝
し
て
た
の
に
」

「
ご
め
ん
な
さ
い
、
あ
の
、
何
言
っ
て
る
の
か
ぜ
ん
ぜ
ん
わ
か
ん
な
い
」

み
の
り
は
言
い
、
目
を
丸
く
し
た
ま
ま
の
涼
花
と
眉み
け
ん間
に
し
わ
を
寄
せ
た
み
の
り
は
し
ば
ら
く
見
つ
め

合
う
。
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「
東
京
で
や
っ
て
た
ん
で
す
、
大
き
な
ス
ポ
ー
ツ
の
大
会
。
全
国
か
ら
学
生
や
一
般
の
人
が
選
ば
れ
て
出

場
す
る
の
に
、
出
て
た
ん
で
す
よ
。
戦
争
が
な
け
れ
ば
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
だ
っ
て
い
け
た
か
も
し
れ
な
い

く
ら
い
有
望
選
手
だ
っ
た
っ
て
、
…
…
私
は
生
ま
れ
て
な
い
か
ら
知
ら
な
い
け
ど
。
滝
井
さ
ん
は
そ
う

言
っ
て
ま
す
よ
」
⑧
急
に
て
い
ね
い
語
に
な
っ
て
涼
花
は
言
う
。

「
選
手
っ
て
、
え
え
？　

な
ん
の
競
技
で
？
」

「
走
り
高
跳
び
。
マ
ジ
で
知
ら
な
い
ん
で
す
か
？
」

隣
の
涼
花
の
声
が
ど
ん
ど
ん
遠
の
い
て
い
く
。
え
ー
っ
？　

え
ー
っ
？　

え
ー
っ
？　

何
そ
れ
何
そ
れ

何
そ
れ
ぜ
ん
ぜ
ん
知
ら
ん
け
ど
。
み
の
り
は
口
を
半
開
き
に
し
た
ま
ま
、
胸
の
内
で
叫さ
け

び
続
け
る
。

「
っ
て
い
う
か
、
そ
れ
は
滝
井
さ
ん
か
ら
聞
い
た
こ
と
で
、
私
は
き
ー
ち
ゃ
ん
に
直
接
訊
い
た
り
は
し
て

な
い
ん
だ
け
ど
。
な
ん
か
子
ど
も
心
に
、
訊
い
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
。
で
も
勘
違
い
と
か
嘘

と
か
じ
ゃ
な
い
と
思
う
」
涼
花
は
⑨
唇

く
ち
び
る

を
と
が
ら
せ
る
。

「
嘘
と
は
思
わ
な
い
け
れ
ど
…
…
」
み
の
り
は
つ
ぶ
や
く
。「
た
ぶ
ん
そ
れ
、
家
族
の
だ
れ
も
、
知
ら
な

い
と
思
う
…
….

」
い
や
、
妻
で
あ
る
笛
子
は
知
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
胸
の
内
で
付
け
加
え
る
。

「
じ
ゃ
あ
、
あ
え
て
言
わ
な
か
っ
た
の
か
も
。
隠
し
て
た
と
か
そ
う
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
言
わ
ぬ
が
花

的
な
？　

昔
の
人
と
か
、
そ
う
い
う
感
じ
あ
り
ま
せ
ん
？　

⑩
言
わ
ぬ
が
花
っ
て
、
使
い
か
た
、
ま
た
間

違
っ
て
る
か
な
…
…
」

み
の
り
は
目
の
前
の
ト
ラ
ッ
ク
を
見
つ
め
る
。
ま
ば
ゆ
い
ラ
イ
ト
の
下
、
大
勢
の
人
た
ち
が
走
っ
て
い

る
。
い
ち
ば
ん
外
側
の
ト
ラ
ッ
ク
で
、
義
足
を
つ
け
た
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ピ
ー
ド
で
走
っ
た
り
、

歩
い
た
り
、
腿も

も

を
上
げ
て
ス
キ
ッ
プ
を
す
る
よ
う
に
進
ん
で
い
る
。
⑪
や
は
り
そ
こ
に
、
清
美
の
姿
を
加

え
て
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
み
の
り
に
は
で
き
な
い
。（

角
田
光
代
『
タ
ラ
ン
ト
』
中
央
公
論
新
社
に
よ
る
）

※
『
い
や
で
ご
ざ
る
ペ
リ
ー
さ
ん
』
み
た
い
な
、
す
ご
い
こ
と

　

一い
や
で
ご
ざ
る

八
五
三
年
に
黒
船
が
来
航
し
た
と
き
の
よ
う
に
と
て
も
驚
い
た
と
い
う
こ
と
。
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問
一　

傍
線
部
①
「
き
ー
ち
ゃ
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
誰
の
こ
と
で
す
か
。
名
前
を
答
え
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
②
「
な
ん
か
す
ご
く
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
ん
だ
よ
ね
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
涼
花
は

「
お
も
し
ろ
く
な
か
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　

足
を
失
っ
て
も
、
ま
た
い
つ
の
日
か
生
え
て
く
る
と
信
じ
て
い
た
の
に
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
生

え
て
こ
な
い
こ
と
に
い
ら
だ
ち
を
感
じ
た
か
ら
。

イ　

足
を
失
っ
て
も
、
ま
た
生
え
て
き
て
な
お
る
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
義
足
を
作
っ
て
も
ら
っ

て
走
っ
た
ら
生
え
て
こ
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

ウ　

足
を
失
っ
た
こ
と
で
、
生
え
て
く
る
は
ず
の
な
い
足
を
う
ら
め
し
く
思
い
、
い
や
な
気
持
ち
を
一

生
持
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

エ　

足
を
失
っ
た
こ
と
で
、
つ
ら
い
気
持
ち
を
ま
ぎ
ら
わ
せ
る
た
め
に
義
足
を
作
っ
て
走
ら
さ
れ
る
こ

と
が
い
や
で
い
や
で
た
ま
ら
な
い
か
ら
。

問
三　

傍
線
部
③
「
た
っ
た
今
そ
の
姿
を
見
た
か
の
よ
う
に
目
を
丸
く
し
て
み
の
り
を
見
る
」
と
あ
り
ま

す
が
、「
目
を
丸
く
し
た
」
理
由
を
、「
そ
の
姿
」
と
は
誰
の
姿
か
を
明
ら
か
に
し
て
七
十
字
以
内
で
答

え
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
④
「
彼
女
の
書
き
送
る
焦
り
や
悔
し
さ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
ど
ん
な
こ
と
に

対
す
る
「
焦
り
や
悔
し
さ
」
で
す
か
。
次
の
空
欄
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
Ａ
は
二
十
字
で
抜
き
出
し
、 

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

　
　
　　
　
　
　
　

Ａ　
　
　
　
　
　 

こ
と
や
、
い
い
結
果
が
出
た
ら
出
た
で
特
殊
な
競
技
用
義
足
を
作
っ

て
も
ら
っ
て
る
な
ど
と
、　　
　
　

Ｂ　
　
　
　 

こ
と
。

問
五　

傍
線
部
⑤
「
あ
ん
な
に
お
か
し
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
み
た
い
に
笑
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
と

き
の
「
き
ー
ち
ゃ
ん
」
の
気
持
ち
の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

万
能
感　
　
　

イ　

幸
福
感　
　
　

ウ　

期
待
感　
　
　

エ　

優
越
感　
　
　

オ　

解
放
感

問
六　

傍
線
部
⑥
「
あ
の
と
き
の
で
き
ご
と
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
で
き
ご
と
で
す
か
。
六
十

字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
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問
七　

傍
線
部
⑦
「
涼
花
は
ま
じ
ま
じ
と
み
の
り
を
見
つ
め
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
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　

清
美
が
義
足
を
つ
け
て
大
き
な
ス
ポ
ー
ツ
の
大
会
に
出
た
こ
と
を
、
み
の
り
に
本
当
か
ど
う
か
確

認
し
た
か
っ
た
か
ら
。

イ　

清
美
が
陸
上
競
技
で
活
躍
し
て
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
を
み
の

り
に
確
認
し
た
い
か
ら
。

ウ　

清
美
が
陸
上
競
技
の
選
手
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
の
り
が
本
当
に
知
ら
な
い
の
か
を
確
認
し
た
か
っ

た
か
ら
。

エ　

清
美
が
五
十
年
も
走
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
義
足
を
つ
け
て
す
ぐ
に
走
る
こ
と
が
出
来
た
驚
き

を
伝
え
た
い
か
ら
。

問
八　

傍
線
部
⑧
「
急
に
て
い
ね
い
語
に
な
っ
て
涼
花
は
言
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
急
に
て
い
ね
い
語

に
な
っ
」
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
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　

家
族
さ
え
知
ら
な
い
清
美
の
秘
密
を
涼
花
が
知
っ
て
い
た
こ
と
に
と
ま
ど
っ
た
か
ら
。

イ　

み
の
り
が
清
美
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
驚
い
た
か
ら
。

ウ　

清
美
が
ア
ス
リ
ー
ト
だ
っ
た
こ
と
を
軽
い
口
調
で
話
し
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

エ　

涼
花
は
清
美
の
過
去
に
つ
い
て
嘘
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
伝
え
た
か
っ
た
か
ら
。

問
九　

傍
線
部
⑨
「
唇
を
と
が
ら
せ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
の
涼
花
の
表
情
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
す
か
。「
表
情
を
す
る
」
に
つ
な
が
る
形
で
五
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
十　

傍
線
部
⑩
「
言
わ
ぬ
が
花
」
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

思
っ
た
こ
と
は
口
に
出
し
て
言
わ
な
い
方
が
い
い
。

イ　

真
実
を
口
に
出
し
て
言
わ
な
い
方
が
後
で
得
を
す
る
。

ウ　

言
葉
に
し
て
伝
え
な
い
と
、
相
手
に
は
伝
わ
ら
な
い
。

エ　

思
っ
た
こ
と
を
口
に
出
さ
な
い
と
話
が
ま
と
ま
る
。
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問
十
一　

傍
線
部
⑪
「
や
は
り
そ
こ
に
、
清
美
の
姿
を
加
え
て
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
み
の
り
に
は
で
き

な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
み
の
り
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
思
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　

清
美
の
過
去
に
つ
い
て
、
自
分
か
ら
話
し
た
く
な
い
こ
と
も
多
い
の
だ
ろ
う
と
、
触
れ
ず
に
き
た

が
、
ど
う
し
て
も
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
。

イ　

い
つ
も
家
族
の
前
で
は
黙
っ
て
い
る
清
美
が
、
み
の
り
や
家
族
も
知
ら
な
い
一
面
を
持
っ
て
い
る

こ
と
が
ど
う
し
て
も
納
得
で
き
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

ウ　

過
去
を
誰
に
も
語
ら
ず
に
生
き
て
き
た
清
美
が
、
競
技
用
義
足
を
つ
け
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
目

指
し
て
い
た
と
い
う
話
が
ど
う
し
て
も
本
当
の
こ
と
と
思
え
な
か
っ
た
か
ら
。

エ　

ふ
だ
ん
目
立
た
な
い
清
美
が
、
ま
ば
ゆ
い
ラ
イ
ト
の
下
で
走
っ
た
こ
と
や
、
か
つ
て
日
本
を
代
表

す
る
選
手
だ
っ
た
こ
と
が
ど
う
し
て
も
想
像
が
つ
か
な
か
っ
た
か
ら
。

　
（
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 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。

　　　　　　　2023 年度

入試Ⅰ

理　科

試験時間　40 分
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１　植物の受粉について，次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

春にはサクラやシロツメクサなどが，色とりどりな花を咲
さ

かせます。花には花粉を運

んでもらう昆
こんちゅう

虫を引き寄せる役割があります。ほとんどの被
ひ し

子植物は一つの花のなかに

おしべとめしべの両方がある両性花という花をつけ，自家受粉をすることができます。

しかし，自家受粉でできた植物は他家受粉でできた植物よりも種子が発芽しにくかった

り，繁
はんしょく

殖力が低くなりやすかったりします。

カエデは両性花の花をつける，日本では一
いっ

般
ぱん

的
てき

にみられる植物の一つです。カエデに

は，おしべだけの花と，おしべとめしべの両方をもつ花の 2つの花をつける種類があり

ます。これからの文章は，その種類のカエデについてです。おしべだけの花は花粉を

作って飛ばすことができますが，おしべとめしべの両方を持つ花は花粉を飛ばすことが

できません。そのため，おしべだけの花は雄
お

花
ばな

として，おしべとめしべの両方を持つ花

は雌
め

花
ばな

として，それぞれ役割を分けているといえます。今後，おしべだけの花は雄花，

おしべとめしべの両方を持つ花を雌花とよぶことにします。また，雄花を先に作り，後

に雌花を作る木と，雄花と雌花を作る順番が逆の木の 2種類が確認できました。今後，

雄花を先に作る木を雄花先株，雌花を先に作る木を雌花先株とよぶことにします。
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ある年の 4月 23 日から 5月 23 日までの間，雄花先株と雌花先株をそれぞれ 6株選

び，花の開花時期を調べたところ，図１のようになりました。図中の黒色は雄花の，白

色は雌花の，斜
しゃ

線
せん

は両者の開花時期です。

図１　花の開花時期

問１　花に引き寄せられ，花粉を運ぶ昆虫ではないものを，次のア～オから 1つ選び，

記号で答えなさい。

ア　アゲハチョウ　　　イ　ハナアブ　　　ウ　ハナカマキリ

エ　マルハナバチ　　　オ　ミツバチ

問２　おしべの先
せん

端
たん

にある，花粉の入っている袋
ふくろ

を何というか，答えなさい。

問３　両性花に対して，一つの花におしべ，めしべのどちらかしかもたない花を何とい

うか，答えなさい。

雄
花
先
株 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                                                                     

雌
花
先
株 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                                                                      23  25    30 1   5    10    15    20  23 

 
 

：雄花の開花時期， ：雌花の開花時期， ：雄花と雌花の開花が重なる時期 

4 月 5 月 
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問４　自家受粉には，文章にあるような都合の悪い点もありますが，植物にとって都合

のよい点もあります。自家受粉のよい点は何か，答えなさい。

問５　雌花先株の受粉について，図１から読み取れることとして正しいものを，次のア

～エからすべて選び，記号で答えなさい。なお，異なる花の間での受粉でも，同じ木

の雄花と雌花の間で受粉が行われた場合は，自家受粉となることに注意しなさい。

ア　4 月 25 日～ 4月 30 日の期間には自家受粉できない。

イ　4 月 25 日～ 4月 30 日の期間には他家受粉できない。

ウ　4 月 30 日～ 5月 5日の期間には自家受粉できる。

エ　4 月 30 日～ 5月 5日の期間には他家受粉できる。

問６　次の文章は，雄花先株について考えたものです。文中の空らん①～⑤に当てはま

る適当な語の組み合わせを，あとのア～カから選び，記号で答えなさい。

　4月 25 日～ 5月 5日頃
ごろ

に開花した雄花が飛ばした花粉は� 　　①　　�の雌花の柱頭へ受

粉します。しかし，5月 17 日～ 5月 21 日頃に開花する雄花が飛ばした花粉は受粉先が�

　　②　　�の雌花の柱頭に限られるため，�　　③　　�する可能性が高くなります。このように，

雄花の開花時期が 2度訪れるのは，5月 10 日～ 5月 17 日の雌花の開花時期に� 　　④　　�

ができなかった雌花が�　　⑤　　�するためのものだと考えられます。

　　　　 ①　　　　　②　　　　　③　　　　　④　　　　　⑤

ア　　雌花先株　　雄花先株　　自家受粉　　自家受粉　　他家受粉

イ　　雌花先株　　雌花先株　　他家受粉　　他家受粉　　自家受粉

ウ　　雌花先株　　雄花先株　　自家受粉　　他家受粉　　自家受粉

エ　　雄花先株　　雌花先株　　他家受粉　　自家受粉　　他家受粉

オ　　雄花先株　　雄花先株　　自家受粉　　自家受粉　　他家受粉

カ　　雄花先株　　雌花先株　　他家受粉　　他家受粉　　自家受粉

問７　同じ時期に採取した雄花先株と雌花先株の種子の重さを比べたところ，雌花先株

の方が重いことがわかりました。それはなぜか，説明しなさい。
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２�　ひろし君は，海陽学園で 6月のある日，1日をかけて太陽の通る道すじを透
とう

明
めい

半球

に記録しました。図１はひろし君が観測した太陽の動く道すじを透明半球上に表した

ものです。点Ｏは透明半球の底面の中心であり，点Ｐはその真上の点です。また，海

陽学園の位置は東経 137 度，北
ほく

緯
い

34.3 度です。

図１　透明半球に記録された太陽の通る道すじ

問１　図 1 において，太陽が透明半球上で進んだ向きはどちらか，アまたはイの記号で

答えなさい。

問２　日本において太陽が正午に南中をむかえる場所はどこか，都市名を答えなさい。

問３　透明半球上の記録を調べたところ，透明半球の南中を示す BPを結ぶ線と太陽の

通る道すじの交点Ｅの時刻は正午ではありませんでした。

⑴　海陽学園での南中時刻を答えなさい。

⑵�　この透明半球の BPDを結んだ線の長さは30 cmでした。また，透明半球上の BEの

長さは 13 cmでした。この日の南中高度は何度ですか。

P

イアC

A

O

E

B D
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問４　太陽の通る道すじについて，次の⑴～⑷に答えなさい。

⑴　一年の中で南中高度が最も小さくなる日を何といいますか。

⑵�　一年を通して南中高度の値は周期的に変化します。これは地
ち

軸
じく

が公転面に対して

傾
かたむ

いているからです。地軸と公転面がなす角は何度ですか。

⑶�　⑴の日に海陽学園で観測される南中高度は何度ですか。小数第 1位まで答えなさ

い。

⑷�　日本が⑴の日に南半球のブリスベン（東経 153 度，南緯 27.5 度）で観測される

太陽高度は，最大で何度ですか。

問５　太陽から放出されるエネルギーを太陽放射といい，地球が受ける太陽放射を日射

といいます。太陽から約 1.5 億 km離
はな

れた地球で，大
たい

気
き

圏
けん

外における太陽放射に垂直

な 1 m2 の平面が 1秒間に受ける日射量を太陽定数といい，そのエネルギー量は 1 cm2

あたり，1秒間あたり 2カロリーです。大気圏外で海陽学園と同じ 13 万m2 の面積が

垂直に受ける太陽放射のエネルギーは，1秒間で何カロリーになりますか。

問６　地球全体が受け取る太陽放射のうち，平均して 30％ほどは宇宙空間にはね返さ

れていますが，低緯度地域より高緯度地域のほうがその割合は大きくなります。それ

はなぜですか。色に着目して説明しなさい。

問７　晴れた日で一番気温が高い時間帯は 14 時ごろであり，最も高度が大きい正午ご

ろからおくれています。その理由を説明しなさい。
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３�　図１と図２のように，１つの定かっ車と 2つの動かっ車を組み合わせておもりをつ

り下げる装置（装置Ｘと装置Ｙ）をつくり，おもりをつり下げてつり合わせました。

ひもは軽く，ひもの重さは無視しますが，かっ車の重さは 20 g あります。また，お

もりの重さがどんなに大きくても装置はこわれないものとします。あとの問いに答え

なさい。

　　　　　　　図１　装置Ｘ　　　　　　　　　�　図２　装置Ｙ

問１　ａのおもりが 100 g のとき，ｂのおもりは何 gですか。

問２　ｄのおもりが 100 g のとき，ｃのおもりは何 gですか。

a b c d 

20g 

20g

20g 

20g 

20g 

20g 
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つぎに，つり下げるおもりを 6個（Ａ～Ｆ）用意しました。表１はおもりの重さを表

したものです。

表１　おもりの重さ

おもり A B C D E F

重さ�[g] 5 10 25 40 80 160

このおもりを，装置Ｘのａ，ｂや装置Ｙのｃ，ｄの代わりにつり下げて，つり合わせ

ることができるおもりの組み合わせを考えます。

問３

⑴�　装置Ｘを使って 2つのおもりをつり合わせるためには，どの 2つのおもりをつり

下げればよいですか。正しい組み合わせを下のア～ソからすべて選び，記号で答え

なさい。

⑵�　�装置Ｙを使って 2つのおもりをつり合わせるためには，どの 2つのおもりをつ

り下げればよいですか。正しい組み合わせを下のア～ソからすべて選び，記号で答

えなさい。

ア　ＡとＢ　　　イ　ＡとＣ　　　ウ　ＡとＤ　　　エ　ＡとＥ　　　オ　ＡとＦ

カ　ＢとＣ　　　キ　ＢとＤ　　　ク　ＢとＥ　　　ケ　ＢとＦ

コ　ＣとＤ　　　サ　ＣとＥ　　　シ　ＣとＦ

ス　ＤとＥ　　　セ　ＤとＦ

ソ　ＥとＦ
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つぎに，図３と図４のように装置Ｘと装置Ｙを使って，重さ 100 g のおもりを 10 cm

持ち上げることを考えます。このとき，どちらの装置でもひもを引く距
きょ

離
り

は 40 cmで

す。

（ひもを引く力の大きさ [g]）と（ひもを引く距離 [cm]）をかけ算した値が小さい方が，

持ち上げる装置として良いことが知られています。装置を使わずにおもりを持ち上げる

場合，この値は 100 × 10 で 1000 となります。

　　　　　　　図３　装置Ｘ　　　　　　　　　　　　�　図４　装置Ｙ

問４　装置Ｘと装置Ｙについて，（ひもを引く力の大きさ [g]）と（ひもを引く距離 [cm]）

をかけ算した値の差と，かけ算した値が大きい方の装置の記号「Ｘ」または「Ｙ」を

答えなさい。また，この差がでる理由を，「装置Ｘでは，…　，装置Ｙでは，…　」

のように，それぞれの装置の特
とく

徴
ちょう

に注目して説明しなさい。ただし，図の矢印の長さ

は，力の大きさとは関係ありません。

ひもを引く力 
100g 100g 

ひもを引く力 10cm持ち 
上げる 

10cm持ち 
上げる 

20g 

20g 

20g 

20g 

20g 

20g 
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つぎに，図５のように装置Ｘの左右のひもに棒を取り付け，その棒におもりをつり下

げてつり合わせました。左右のひもの間は 100 cmで，つり合っているとき棒は水平に

なるようにしてあります。また，左のひもを取り付けた棒の位置をｓ，右のひもを取り

付けた棒の位置をｔとします。表２はおもりの重さとつり下げた位置（ｓからの長さと

ｔからの長さ）を表したものです。

図５　装置Ｘに棒を取り付け，棒におもりをつり下げる装置

表２　おもりの重さとつり下げた位置の関係

おもりの重さ�[g] 100 200

ｓからの長さ�[cm] 32 26

ｔからの長さ�[cm] 68 74

問５　つり下げるおもりの重さを大きくしていくと，おもりをつり下げる位置はある位

置に近づいていきます。その位置のｓからの長さを答えなさい。ただし，棒は軽く，

棒の重さは無視します。

おもり 

100cm 

sからの 
長さ 

棒 

tからの 
長さ 

20g 

20g 

20g 

s t 
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４�　ひろし君は夏休みの自由研究で金属について調べることにしました。すべての金属

について調べるのは難しいと思い，身近な金属である銅と鉄とアルミニウムについて

調べることにしました。

実験１�　銅と鉄とアルミニウムをそれぞれうすい塩酸に入れました。それぞれのおも

さを変えてうすい塩酸に入れたところ，鉄とアルミニウムについては気体が発

生し，あとのような結果になりました。ただし，うすい塩酸の濃
こ

さと体積はい

ずれも同じとします。

　　図１　鉄と塩酸

　　図２　アルミニウムと塩酸

 鉄の重さ〔g〕 

 アルミニウムの重さ〔g〕 

気
体
の
体
積

Ｌ

気
体
の
体
積

Ｌ
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問１　実験１について，鉄とアルミニウムはうすい塩酸に入れると，さかんに気体を発

生して小さくなっていきました。この気体は何ですか。

問２　実験１について，①鉄 15 g を入れたときに発生する気体の体積を答えなさい。

また，②アルミニウム 12 g を入れたときに発生する気体の体積を答えなさい。ただ

し，塩酸の濃さと体積は実験１で用いたものと同じとします。

問３　実験１について，銅 5 g と鉄 25 g とアルミニウム 8 g の 3 つをいっしょにうすい

塩酸に入れたときに発生する気体の体積を答えなさい。ただし，塩酸の濃さと体積は

実験１で用いたものと同じとします。

実験２　銅と鉄とアルミニウムをうすい水酸化ナトリウム水
すい

溶
よう

液
えき

に入れました。

実験３　銅と鉄とアルミニウムに磁石を近づけました。

実験４　銅と鉄とアルミニウムに電流が流れるかどうかを調べました。

問４　実験２～４について，⑴～⑶に答えなさい。

⑴�　うすい水酸化ナトリウム水溶液にとける金属は○を，とけない金属は×を記しな

さい。

⑵　磁石に引きつけられる金属は○を，引きつけられない金属は×を記しなさい。

⑶　電流が流れる金属は○を，流れない金属は×を記しなさい。
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実験５�　スチールウールの重さをはかり，電流が流れるかどうかを調べようとしたとこ

ろ，スチールウールは燃えてしまいました。完全に燃え切った後で，重さをはか

り，電流が流れるかどうかを調べました。

問５　実験５について，⑴～⑷に答えなさい。

⑴�　スチールウールは，銅，鉄，アルミニウム，その他の金属のいずれですか。その

他の金属の場合は，その種類を答えなさい。

⑵�　燃えた後のスチールウールの色は何色ですか。

⑶�　燃えた後のスチールウールに電流は流れますか。流れる場合は○を，流れない場

合は×を記しなさい。

⑷�　燃える前と燃えた後の重さについて正しいものを，次のア～ウから１つ選び，記

号で答えなさい。また，その理由を説明しなさい。

　ア　燃える前と燃えた後で，重さは変わらなかった。

　イ　燃える前より燃えた後のほうが，重くなった。

　ウ　燃える前より燃えた後のほうが，軽くなった。

（問題は以上です。）
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⑷
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①
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⑴

⑵

⑶
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ 記号

⑷ 理由

ウ やく 単性花

周りに同じ種類の他の株がなくても子孫を残せる。

ア，ウ，エ ウ

雄花先株より雌花先株の方が受粉する時期が早いため，種子に養分

を蓄える期間が長いから。

イ 明石市 11　　52 78

冬至 66.6 32.3 85.9

2600000000

高緯度地域の雪や氷は白色で，太陽放射をよく反射するため。

太陽放射が地面をあたため，その地面が空気をあたためるから。

40 400 コ キ，セ

600 X

　　重さのある2つの動かっ車が上がるが，

一つの動かっ車が上がり，もう一つの動かっ車が下がるため。

20

水素 6 15 16

×

×

○

×

○

○

○

×

○

鉄 黒 × イ

燃えて酸素と結びつき，その分重くなったから。
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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。

　　　　　　　2023年度

入試Ⅰ

社　会

試験時間　40分
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1 �　災害列島として知られる日本列島に暮らしてきた日本人は，さまざまな形で自然

災害に対する教えを残してきました。その一つの例として，古くからの地名があげ

られます。次の文章は，「地名と災害」をテーマに海陽学園の生徒が調べたレポート

です。これらを読んで，あとに続く問いに答えなさい。

海くん

地形図１でしめした，ぼくの祖父母が暮らす和歌山県湯浅町は，熊野街
かいどう

道の宿駅とし

て発達し，①しょうゆ発
はっしょう

祥の地として知られています。「湯浅」という地名は「湯（水）

が浅い」ことに由来するとされ，この地に人が暮らし始めたとされる今から5000年前く

らいは，現在の海
かいばつ

抜 6 ｍくらいのところまでは海だったと考えられています。海抜が低

い沿岸部は，古くから何度も津波の被
ひ

害
がい

を受けており，町の中心部にある深専寺には 

②「大地
じ

震
しん

津波心得の記碑
ひ

」という記念碑が残されています。ぼくたちはこの碑文に記

された心得をしっかりと受け止め，近いうちに起こるとされる③南海トラフ巨
きょだい

大地震に

備えるべきだと思います。

（国土地理院「電子地形図25000」一部改変）　　

地形図１

AA

BB

DD

CC
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問１　下線部①について，江戸時代にこの地域の人物が房総半島東端
たん

の港町に移り住

み，その地にしょうゆ製造業を起こしたとされています。この港町は今でもしょうゆ

製造業がさかんな都市として知られています。この都市名を漢字で答えなさい。

問２　下線部②について，次の文は，「大地震津波心得の記碑」の一部をわかりやすく

書き直したものです。これについて，あとの⑴・⑵の問いに答えなさい。

　今後万一，地震が起これば，火の用心をして，その上，津波がおしよせてくる

ものと考え，絶対に浜
はま

辺
べ

や川筋ににげず，この深専寺の門前を通って東へと向か

い，天神山の方へにげること

⑴　天神山の位置を，地形図１中のＡ～Ｄから選び，記号で答えなさい。

⑵ 　深専寺から最短経路で天神山に避
ひ

難
なん

した場合に，途
と

中
ちゅう

の風景などについて述べた

文として内容が正しいものを次の文ア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

　ア　途中で線路の下を通るトンネルを通りぬける。

　イ　途中で川にかかる橋をわたる。

　ウ　途中，左側に小学校の校舎がみえる。

　エ　途中，右側に高等学校のグラウンドがみえる。

問３　下線部③について，南海トラフ巨大地震が発生した場合，湯浅町は最大で11ｍの

津波が想定されています。地形図１にある湯浅町のア～エの施設のうち，最大の津波

でも被害を受けないと考えられるものを１つ選び，記号で答えなさい。

ア　郵便局　　　イ　図書館　　　ウ　裁判所　　　エ　町役場
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陽くん

地形図２でしめした，ぼくの出身の④長野県南
な

木
ぎ

曽
そ

町は，町の中心部を⑤木曽川が流

れており，その支流の川には「蛇
じゃぬけ

抜橋
ばし

」という橋があります。その橋の近くにある「平

成じゃぬけの碑」には，次のような文がきざまれています。

平成二十六年七月九日午後五時四十分

麓
ふもと

では雨が降りやむ頃
ころ

⑥「蛇抜け」が出た

南木曽山の頂から蛇抜けが出てきた 

堰
えんてい

堤を乗り越え梨
な

子
し

沢
ざわ

を一気に下ってきた

幾
いく

つもの堰堤がこらえた

その上を轟
ごう

音
おん

とともに乗り越
こ

えてきた　

道路を橋を線路を住宅を呑
の

み込んだ

このような「蛇抜け」による災害を防ぐために，支流沿いにはいくつかの⑦防災設備

がつくられています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土地理院「電子地形図25000」一部改変）

地形図２

EE
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問４　下線部④について，この地域は古くから林業がさかんで，木曽ヒノキは日本の天

然三大美林の一つにもあげられています。木曽ヒノキ以外の日本の天然三大美林とし

て正しいものを次のア～オから２つ選び，記号で答えなさい。

ア　秋田スギ　　　　イ　天竜スギ　　　ウ　吉野スギ

エ　尾鷲ヒノキ　　　オ　津軽ヒバ

問５　下線部⑤について，木曽川は長野県から流れ，３つの県を通って海に注いでいま

す。この３つの県をすべてあげ，解答らんにあうように漢字で答えなさい。

問６　下線部⑥について，「蛇抜け」のような現象はなんと呼ばれているか，次のア～

エから１つ選び，記号で答えなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　

ア　火砕
さい

流　　　イ　土石流　　　ウ　地すべり　　　エ　がけくずれ

問７　下線部⑦について，次の写真は，地形図２中のＥの地点にみられる地図記号が示

している設備をあらわした写真です。この設備について述べたあとの文ア～エのう

ち，内容にあやまりをふくむものを１つ選び，記号で答えなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土交通省中部地方整備局資料）

ア　ふだんは水も土砂もせきとめることなく下流部に流している。

イ　大雨が降った際には，岩や倒
とうぼく

木をくい止め，水を下流部に流す。

ウ　災害発生時には，中央部の門が開いて下流部に水を放水する。

エ　災害発生後は， 上流部にたまった岩や倒木を取り除き，次の災害に備える。
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学くん

地形図３でしめした，ぼくの家族が暮らしている新潟県三条市には，信濃川の支流の

「五
い か ら し

十嵐川」が流れています。「五十嵐」の由来は，「厳（イカ）」「荒々しい（アラシ）」

だと考えられており，氾
はんらん

濫を起こしやすい暴れ川のことを意味しているそうです。この

地域では，⑧2004年７月と2011年７月に川が氾濫し，浸
しんすい

水被害が出ました。この２回の

水害を経て，⑨さまざまな防災対策工事が行われましたが，このような地域に暮らす

人々は，設備のみにたよるのではなく，⑩災害が発生する可能性が高い地域や避難場所，

避難経路などの情報を日ごろから調べておき，災害が発生しそうになったら⑪すみやか

に避難ができるようにしておくことが大切だと思います。最近のニュースで，東京など

の大都市では，⑫都市型水害という新たな水害の危険性が高まっていると報道されてい

ました。これについても，調べてみたいと思いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （国土地理院「電子地形図25000」一部改変）

地形図３

FF
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問８　下線部⑧について，この時期に五十嵐川が氾濫した理由として最もふさわしいも

のを次の文ア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア　河川上流にある山脈からの雪解け水によって流量が増加したから。

イ　日本海側からのしめった北西季節風の影響で，大雨が降ったから。

ウ　梅雨前線の停
ていたい

滞によって，河川上流で集中豪
ごうう

雨が発生したから。

エ　台風による高潮で，海水が河川を逆流してきたから。

問９　下線部⑨について，地形図３のＦ地域には，遊水地が整備されました。遊水地に

ついて説明した次の文中の空らん（　１　），（　２　）にあてはまる適切な語句を地

形図３を参考にして答えなさい。また，  　　　３　　　 にあてはまる適切な文を答えな

さい。

遊水地には，ふだんは河川敷や（　１　）が広がっているが，河川沿いの堤防
が周囲の堤防よりも（　２　）くなっており，河川が増水した際には  　　　３　　　 
ことで，ここより下流部の洪水被害を減少させることができる。

問10　下線部⑩について，このような内容がまとめられた地図をなんというか，カタ

カナで答えなさい。

問11　下線部⑪について，災害発生時の避難対策には「自助・共助・公助」の連
れんけい

携が

大切だとされています。このうち，「共助」とはなにか，簡単に説明しなさい。

問12　下線部⑫について，都市型水害とは，都市特有の原因で発生する水害のことで

す。これについて，次の⑴・⑵の問いに答えなさい。

⑴ 　都市型水害の増加原因の一つは，夏に都市部で局地的に発生する，「ゲリラ豪雨」

が増加していることだと考えられています。「ゲリラ豪雨」の原因となっている都

市部特有の現象を，解答らんにあうように答えなさい。

⑵ 　都市部で集中豪雨が起こると水害が発生しやすい理由は，都市開発による地表の

変化にあるとされています。都市開発による地表の変化と都市型水害の関係につい

て説明しなさい。
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2 �　日本には数多くの姓や名字があります。次の３つの文章は，海くん・陽くん・学

くんが，授業中に日本人の名前について調べて報告したものです。これらを読んで，
あとの問いに答えなさい。

海くん

ぼくは，歴史上，天皇から姓をあたえられた人について調べました。まず，７世紀に
おきた大化の改新で功績があった中臣鎌足は，天智天皇から藤原の姓をあたえられまし
た。このあと，鎌足の子孫である藤原氏は，娘を天皇のきさきにして天皇との結びつき
を強くしました。そして，天皇が幼いときは（　１　）に，天皇が成人すると関白になっ
て政治をすすめ，①平安時代に大いに栄えました。
平安時代には，源や平の姓をあたえられた貴族も登場しました。かれらは天皇の一族
でしたが，姓をあたえられて家臣としてあつかわれました。この中から，②地方にく
だって武士団を形成し，朝廷を動かしたり独自の政権を築いたりする人物が登場しまし
た。
16世紀の後半，木下藤吉郎は③織田信長の家臣として力をつけ，羽柴秀吉と名乗りま
した。そして，（　２　）の変で織田信長が亡くなると，あとをついで天下統一をすす
めました。このさい，関白となって，天皇から豊臣の姓をあたえられました。
このように，姓は，天皇から家臣へあたえられるものでした。もし天皇に姓や名字が
あると，天皇より目上の者が天皇にそれをあたえたことになります。ですから，今でも
天皇には姓がありません。

陽くん

海くんが天皇からあたえられた姓を調べたのに対し，ぼくは自分で名乗るようになっ
た名字を調べました。
平安時代の半ばより，武力をたくわえて武士として成長した地方の有力者が，自分が
土地を支配する正当性を主張するために，支配地の名前を名字にして名乗るようになっ
たと言われています。新しい土地をもらってその地に移住した武士は，その土地の名前
を新たに自分の名字にしました。13世紀の前半におきた（　３　）の乱の後に東国から
西国へと移住した武士の中には，毛利氏のように，戦国時代を生きのびて江戸時代の大
名になった者もいました。
名字を名乗る習慣は武士から始まりましたが，農民にも広がり，農民は耕作地の名前
を名字にするようになりました。身分制度がきびしかった江戸時代では，貴族や武士だ
けが名字を持つことを公式に許されていました。しかし，多くの農民は，公式に名乗れ
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ませんでしたが，自分たちの生活の中で名字を用いていました。
明治時代になると，④新政府はこれまでの身分制度を廃止して四民平等とし，すべて
の人々が名字を持って公式に名乗れるようになりました。しかし，貴族や旧大名など一
部の人たちには，新たに（　４　）という身分があたえられました。また，⑤これまで
の身分制度で差別されてきた人々は，政府が差別をなくす政策を積極的におこなわな
かったため，ひきつづき差別に苦しむことになりました。

学くん

ぼくは，姓や名字ではなく，そのあとに続く名前について調べました。
江戸時代より前の人々は，年齢や地位によって名前をかえていました。例えば，松平
定信は，生まれると賢

まさ

丸
まる

と命名され，そののち長じて定信と，そして藩主の地位を息子
にゆずると楽

らく

翁
おう

と名乗りました。
武士は代々同じ字を一字用いて，名前を名乗っていました。例えば，鎌倉時代の執権
北条氏は「（　５　）」の字，室町時代の将軍足利氏は「義」の字を用いていました。江
戸時代の将軍徳川氏も⑥いくつかの例外はありますが，「家」の字を代々用いていまし
た。
また，武士以外でも同じような習慣がありました。呉服商・両替商を営む越後屋で有
名な（　６　）家は，一族が「高」の一字を用いて名前を名乗り，一族の結束力を高め
維持しようとしました。⑦なかには，父親や先代からの伝統や技術を受けつぐ資格者と
して，代々同じ名前を名乗る人たちもいました。このように，江戸時代までは，年齢や
立場・地位によって名前を変えることが当たり前でした。
明治時代になると，生まれた時についた名前を自由に変えることが難しくなりまし
た。親は子どもの将来を考えて名前をつけるようになりましたが，⑧そこには時代の影
響を見て取ることができます。

問１　文中の空らん（　１　）～（　６　）にあてはまる語句を，それぞれ漢字で答え
なさい。

問２　下線部①の時代では，宮中の女性が書いた文学作品が知られています。しかし，
その本名はあきらかではなく，親族の官位や家族関係などに由来する名前で伝わって
きました。このような女性のうち，主人公光源氏を通して平安時代の貴族社会を描い
た作者を漢字で答えなさい。
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問３　下線部②にあてはまる人物に平清盛と源頼朝がいます。次の⑴⑵の問いに答えな

さい。

⑴ 　平清盛について説明した次の文ア～エのうち，正しいものを１つ選び，記号で答

えなさい。

　ア　関東で反乱をおこし，新皇を名乗った。

　イ　後三年の役で勝利して，東国に勢力を拡大した。

　ウ　大輪田泊を整備して，宋と貿易をおこなった。

　エ　武士の間でおこなわれていた慣習などをもとに，御成敗式目をつくった。

⑵ 　源頼朝について説明した次の文ア～エのうち，あきらかにあやまっているものを

１つ選び，記号で答えなさい。

　ア　父が平氏に敗れたため，伊豆に流された。

　イ　富士川の戦いに勝利して，関東の支配を固めた。

　ウ　国ごとに守護，荘園ごとに地頭をおいた。

　エ　鎌倉に幕府を開き，自ら征夷大将軍を名乗った。
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問４　下線部③の人物が建設した城の場所を，次の地図中のア～エから１つ選びなさ

い。

問５　下線部④について，次の文ア～エはこのころの明治政府がおこなった政策を説明

したものです。政策がおこなわれた時代順に並べかえ，解答らんにあうように記号で

答えなさい。

ア　地租改正をおこなった。

イ　新橋・横浜間の鉄道を開通させた。

ウ　廃藩置県をおこなった。

エ　五箇条の御誓文を出した。

イ

エ

ウ

ア
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問６　下線部⑤に関連して，次の⑴・⑵に答えなさい。

⑴ 　江戸時代までの身分制度で差別された人々は，1871年の法令でふるい身分から解

放されましたが，差別は一向になくなりませんでした。そこで，今から100年前に，

自らの力で差別を解消するために結成された団体の名前を漢字で答えなさい。

⑵ 　⑴の団体が結成されたころ，一般民衆のあいだでは，さまざまな問題を解決する

ために自分たちの意見を政治に反映させるべきだと，政治への関心が高まっていき

ました。そして，選挙権に大きな変化があり，1920年代なかばから1930年代前半に

政党内閣の時代をむかえました。なぜ，政党内閣の時代をむかえると，一般民衆の

意見が反映される政治が実現できると考えられたのですか，「選挙権」および「衆

議院」の語句を必ず用いて，説明しなさい。

問７　下線部⑥について，次の文ア～エのうち，下線部⑥の人物の 1人にあてはまるも

のを１つ選び，記号で答えなさい。。

ア　九州で大規模なキリシタンの反乱がおきた時の将軍である。

イ　貨幣の質を初めて下げた時の将軍である。

ウ　朱子学以外の学問を幕府の学問所で学ぶことを禁止した時の将軍である。

エ　幕末に開国した時の将軍である。

問８　下線部⑦について，次のア～エはいずれも江戸時代より代々受けつがれてきた名

前です。このうち，有田焼を代表する陶
とうげい

芸家の名前を１つ選び，記号で答えなさい。

ア　市川團十郎　　　イ　木村庄之助　　　ウ　酒井田柿右衛門

エ　林家正蔵
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問９　下線部⑧について，次の表は1910年以降に男子・女子の子どもにつけられた名前

の上位 3位をあらわしたものです。この表から読み取れることを話し合った海くん・

陽くん・学くんの会話を手がかりにして，表中の  　　ａ　　 ～  　　ｄ　　 にあてはまるも

のを，あとのア～エから一つずつ選び，答えなさい。

男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位

1912年 　　　　　　　　　　　　　　　　ａ　　　　　　　　　　　　　　　　

1927年 昭二 昭 和夫 和子 昭子 久子

1942年 　　　　　　　　　　　　　　　　ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　

1957年 誠 隆 茂 恵子 京子 洋子

1972年 　　　　　　　　　　　　　　　　ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　

1987年 達也 拓也 翔太 愛 愛美 沙織

2002年 　　　　　　　　　　　　　　　　ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　

2021年 蓮 陽翔 蒼・湊 紬 陽葵 凛
（明治安田生命のホームページより作成）

海くん： むかしから今まで，さまざまな名前が子どもにつけられたんだ。1927年は

たしか新しい年号になったばかりで，それにちなんだ名前が多かったんだ。

1912年もこれに似ているね。

陽くん： それに対して，戦争がおきると，名前もその影響を受けるんだね。

学くん： 時代が現在に近づくにつれて，子どもの名前が多様化しているよ。それに世

界で活躍してほしいという親の願いが伝わってくるけど，学校の先生も気を

つけないと読み間違えちゃうよね。

男子 女子

1位 2位 3位 1位 2位 3位

ア 正一 清 正雄 千代 ハル ハナ

イ 駿 拓海・翔 美咲・葵 七海

ウ 勝 勇 進 洋子 和子 幸子

エ 誠 哲也 剛 陽子 真由美 智子
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3 �　次の文章を読んで，あとの問いに答えなさい。

12月４日から10日までは，日本の第74回目の人権週間でした。この期間には，新聞で

広告がのせられたり，動画が配信されたりするなど，①人権意識を高めるための活動が

毎年さまざまなメディアを通じて紹
しょう

介
かい

されています。こうした人権週間や人権そのもの

について，少しひも解いてみましょう。

人権週間が定められたのは，ある国際的な取り決めがきっかけです。1948年12月10日

に，②国際連合の総会で世界人権宣言が採
さい

択
たく

されました。世界人権宣言には，自由権や

平等権，社会権など，多くの人権がもりこまれました。採択された当時は直接的に権利

を行使したり，義務を負ったりするなどの法的な拘
こう

束
そく

力
りょく

はありませんでしたが，少なく

とも人権に関してすべての人民と国が達成するべき「共通の基準」を国際的に初めて示

したことは重要ですし，のちに③法的拘束力をもつ人権条約の締
てい

結
けつ

につながったことも

大きな意義があるといえるでしょう。

12月10日は，２年後の1950年に国連総会で「人権デー」になりましたが，日本では前

年の1949年の段階で，この日を最終日とした「人権週間」が設定されました。人権週間

における啓
けい

発
はつ

活動の中心となるのは，国の行政機関である（　１　）省です。（　１　）

省では，④毎年決められる重点目標のもとで，いくつかの強調事
じ

項
こう

をかかげながら，人

権への正しい理解を呼びかけています。

日本での人権を正しく理解するためには，国内の最高法規である⑤日本国憲法を参照

する必要があります。日本国憲法では三大原則の一つとして基本的人権の尊重をうたっ

ており，人間が生まれながらにしてもっている基本的な権利を保障する一方で，その保

持のための国民の努力を規定しています。基本的人権の具体的な内容としては，先にの

べた⑥自由権や平等権，社会権のほかに，⑦それらを確保するための権利があります。

　⑧こうした人権は，無制限に認められるわけではありません。日本国憲法では，濫
らん

用
よう

が禁止されますし，常に「（　２　）」のために利用する責任を負うことがのべられてい

ます。自分の人権という個人的な側面のみではなく，⑨自らが所属する社会とのかかわ

りにおいて考えることも求められているのです。

人として生きていることは等しく尊いといえます。この「人間の尊厳」をもとに，人

権週間のある12月はとりわけ，みなさんが改めて日本国憲法上の人権保障についてよく

知り，自己を肯
こう

定
てい

するとともに他者をも尊重することを期待しています。
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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。

問２　下線部①についての例として適切なものを，次の文ア～エから１つ選び，記号で

答えなさい。

ア　高
こう

齢
れい

者
しゃ

とふれあう給食の機会をもうけ，歯の健康のために固い食物を多く準備す

る。

イ　障がい者福
ふく

祉
し

施
し

設
せつ

へボランティアとして参加し，ノーマライゼーションのために

バリアフリー設備を撤
てっきょ

去する。

ウ　動物と遊ぶ体験に参加し，良好なしつけのためにずっと頭をなでたり身体をさ

わったりする。

エ　外国人との交流会を企
き

画
かく

し，異文化理解のために相手国の言葉を積極的に用いて

話す。

問３　下線部②について，次の年表に示した　　　　ア～エのうち，日本が国際連合に

加盟した時期として正しいものを１つ選び，記号で答えなさい。

1951年　日米安全条約を結ぶ

　　　　　　　　ア

1956年　日ソ共同宣言を出す

　　　　　　　　イ

1960年　新日米安全保障条約を結ぶ

　　　　　　　　ウ

1965年　日韓基本条約を結ぶ

　　　　　　　　エ

1972年　日中共同声明を出す



― 18 ―

問４　下線部③について，日本が同意している国際的な取り決めとしてあやまっている

ものを，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア　国際人権規約　　　イ　女性差別撤廃条約

ウ　死
し

刑
けい

廃止条約　　　エ　子どもの権利条約

問５　下線部④について，近年では新型コロナウイルス感
かん

染
せん

症
しょう

を原因とする人権侵
しん

害
がい

な

ども起きてきています。その具体的な例を２つ挙げなさい。

問６　下線部⑤の前文や条文についての記述として正しいものを，次の文ア～エから１

つ選び，記号で答えなさい。

ア　前文では，平和主義に言
げん

及
きゅう

されているものの，国民主権についてはふれられてい

ない。

イ　天皇の国事行為に対して，内閣の助言は必要とされるが，承認はもとめられてい

ない。

ウ　日本は戦争と武力による威
いかく

嚇，武力の行使を放
ほうき

棄するが，そこにはいっさいの限

定がついていない。

エ　新しい人権が裁判例を通じて主張されることはあるが，日本国憲法上に明示され

た規定はない。

問７　下線部⑥についての記述としてあきらかにあやまっているものを，次の文ア～エ

から１つ選び，記号で答えなさい。

ア　表現の自由が保障されており，それには言論や出版，取材や報道などの自由がふ

くまれる。

イ　学問の自由が保障されており，特に大学などでは，ほかからの圧力を受けずに研

究し，成果を発表できる。

ウ　信教の自由が保障されており，国の行政機関が特定の宗教上の施設に対して金銭

を奉
ほう

納
のう

することは認められる。

エ　人身の自由が保障されており，本人の意思に反するきびしい労働を課されること

はないが，犯罪への処
しょ

罰
ばつ

の場合はその例外である。
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問８　下線部⑦についての具体例として参政権があげられます。今年７月10日に実施さ

れた第26回参議院議員通常選挙における比例代表選挙の改選議席数を，解答らんにあ

うように算用数字で答えなさい。

問９　下線部⑧についての例としてあきらかにあやまっているものを，次の文ア～エか

ら１つ選び，記号で答えなさい。

ア　職業選択の自由が保障されているが，国は医師など特定の職業には資格を課すこ

とができる。

イ　財産権が保障されているが，公の機関は空港などの施設をつくるため，正当な補
ほ

償
しょう

を条件に個人の土地を取り上げることができる。

ウ　居住・移転の自由が保障されているが，国は内乱や戦争に巻きこまれる可能性が

高い国への渡航を自
じしゅく

粛するよう要請できる。

エ　営業の自由が保障されているが，公の機関は特定の飲食店の利益を守るために，

その店と他の同業店を一定以上離
はな

す制限をもうけることができる。

問10　下線部⑨について，次の一
いっ

般
ぱん

企業の募
ぼ

集
しゅう

広告には，平等権や社会権に照らして

適切でない内容がふくまれています。平等権と社会権のそれぞれの観点から，どのよ

うな問題点があるのかを説明しなさい。

　　　職種　　○営業職（正社員）　　10名

　　　　　　　○女性秘書（正社員）　若干名

　　　勤務　　・10：00 ～ 15：00に出社していれば，

　　　　　　　　出勤・退勤時間は応相談

　　　　　　　・週53時間勤務

　　　待
たい

遇
ぐう

　　固定給，初年度は月額15万円

　　　選考　　・説明会および筆記試験を実施

　　　　　　　・女性秘書は面接を実施

　　　条件　　労働組合に入る人は不可

　　　応募　　履
り

歴
れきしょ

書　12月24日（土）必着

（問題は以上です。）



受験番号 氏名

2023年度　入試Ⅰ　社会解答用紙

１ 問１ 問２ ⑴ ⑵ 問３

問４ 問５ 県 県 県

問６ 問７ 問８

問９
１ ２

３

問10 問11

問12

⑴ 現象

⑵

２
問１

１ 2 3

4 5 6

問２ 問３ ⑴ ⑵ 問４

問５ → →　　　　→

問６

⑴

⑵

問７ 問８ 問９ ａ ｂ ｃ ｄ

３ 問１ １ ２ 問２ 問３

問４

問５
•

•

問６ 問７ 問８ 議席 問９

問10
平等権

社会権

C銚子市 ウ エ

ア オ 岐阜 愛知 三重

イ ウ ウ

田 低

遊水地に水をひきこむ

ハザードマップ 地域住民同士が協力すること

ヒートアイランド

地表のアスファルト化がすすみ，土とは異なり水がしみこまない

ため，豪雨の際に水が側溝に大量に流入し，あふれて水害となる。

摂政 本能寺 承久

華族 時 三井

紫式部 ウ エ ウ

エ　　　ウ　　　イ　　　ア

全国水平社

満25歳以上のすべての男子が選挙権を獲得し，彼らの投票によって

選ばれた衆議院の政党を中心に内閣が成立するようになったから。

イ ウ ア ウ エ イ

法務 公共の福祉 エ イ

ウ

ワクチンを接種しない人々に対する差別・偏見。

実際に感染した人に対する差別・偏見。

エ ウ 50 エ

女性限定の職種など，男女の平等が確保されていない。

労働組合の不可など，労働者の権利が侵害されている。
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二
〇
二
三
年
度

入
試
Ⅰ

視
聴
型
問
題

試
験
時
間

分
60

こ
の
冊
子
は
国
語
分
野
の
問
題
で
す
。
理
科
分
野
、
社
会
分
野
に
問
題
冊
子
は
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
っ
し

こ
の
冊
子
に
国
語
分
野
、
理
科
分
野
、
社
会
分
野
の
解
答
用
紙
が
は
さ
み
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。

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
の
総
ペ
ー
ジ
数
は

ペ
ー
ジ
で
す
。
問
題
は

～

ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

さ
っ
し

4

2

4

三
、
答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
き
な
さ
い
。
解
答
欄
以
外
に
書
い
て
も
採
点
し
ま
せ
ん
。

ら
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
1

問

ア

架
空

イ

空
虚

ウ

偶
然

エ

故
意

か

く
う

く
う
き
ょ

ぐ
う
ぜ
ん

1
問

ア

効
能

イ

特
性

ウ

能
率

エ

用
法

2
問

ア

尾
ひ
れ
を
つ
け
る

イ

折
り
紙
を
つ
け
る

ウ

尻
馬
に
乗
る

エ

頭
角
を
現
す

し
り
う
ま

3
問

ア

抜
粋
す
る

イ

網
羅
す
る

ウ

模
索
す
る

エ

連
携
す
る

ば
っ
す
い

も
う

ら

も

さ
く

れ
ん
け
い

4
問

ア

改
新
し
た

イ

改
変
し
た

ウ

更
新
し
た

エ

変
更
し
た

こ
う
し
ん

へ
ん
こ
う

5

問
題
2

（
問
題
に
関
す
る
記
載
な
し
）

問
題
3

ホ
テ
ル

料
金

朝
食

ア
ク
セ
ス
な
ど

駅
か
ら
徒
歩

分
10

ア

マ
リ
オ
ン
若
葉
台

円

○

7300

朝
食
希
望
者
は
予
約
制

イ

ホ
テ
ル
ア
ン
ダ
ル
シ
ア

円

×

駅
か
ら
徒
歩

分

6000

2

駅
に
直
結

ウ

セ
ン
ト
フ
ォ
ー
ス
若
葉
台

円

○

6500

朝
食
希
望
者
は

時
ま
で
に
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン

20

駅
か
ら

分
5

エ

グ
ラ
シ
ア
ス
若
葉
台

円

○

6200

朝
食
希
望
者
は
別
途

円
負
担

べ
っ

と

1000
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問
題
4

ア

水
道
管
工
事
は
夜
間
に
行
う
の
で
生
活
に
は
一
切
影
響
は
な
い
。

イ

水
道
管
の
工
事
中
、
濁
っ
た
水
が
出
た
ら
市
の
水
道
部
ま
で
連
絡
す
る
。

に
ご

ウ

水
道
管
工
事
が
あ
る
の
で
、
必
要
な
水
は
用
意
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
。

エ

水
道
管
の
工
事
の
た
め
、

月

日
の
夜
か
ら

時
間
程
度
水
が
出
な
い
。

8

30

5

問
題
5

（
問
題
に
関
す
る
記
載
な
し
）

問
題
6

ア

雷
と
激
し
い
雨
の
影
響
で
愛
知
県
で
は
一
万
世
帯
で
電
気
が
使
え
な
い
。

か
み
な
り

イ

雷
と
激
し
い
雨
が
関
東
地
方
に
も
及
び
、
土
砂
災
害
の
危
険
が
あ
る
。

ウ

落
雷
に
よ
っ
て
外
を
歩
い
て
い
た
人
が
病
院
に
運
ば
れ
た
が
軽
傷
で
あ
る
。

ら
く
ら
い

エ

激
し
い
雨
が
長
い
時
間
続
き
、
交
通
機
関
に
影
響
が
出
て
い
る
。

え
い
き
ょ
う

オ

気
象
庁
は
大
雨
に
よ
る
情
報
を
出
し
、
外
出
を
控
え
る
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

ひ
か

問
題
7

（
問
題
に
関
す
る
記
載
な
し
）
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問
題
8

ア

ム
ラ
サ
キ
ウ
ニ
に
よ
っ
て
三
浦
半
島
で
は
深
刻
な
漁
業
被
害
が
広
が
っ
て
い
て
、
漁
業
者
の
生
活
に
影
響
が
出
て
い
る
。

イ

漁
業
被
害
を
引
き
起
こ
す
ム
ラ
サ
キ
ウ
ニ
を
取
り
除
く
た
め
に
は
時
間
が
か
か
り
、
食
用
に
出
来
な
い
か
と
神
奈
川
県
は
検
討
中
で
あ
る
。

ウ

神
奈
川
県
の
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
研
究
し
、
キ
ャ
ベ
ツ
を
与
え
る
と
、
ム
ラ
サ
キ
ウ
ニ
に
た
く
さ
ん
の
身
が
つ
ま
っ
て
い
た
。

エ

廃
棄
さ
れ
る
農
産
物
と
食
害
生
物
を
両
方
活
か
す
取
り
組
み
は
多
く
の
自
治
体
で
取
り
組
ん
で
い
る
が
成
功
例
は
ま
だ
な
い
。

は
い

き

オ

三
浦
半
島
で
は
県
内
で
採
れ
た
キ
ャ
ベ
ツ
と
ム
ラ
サ
キ
ウ
ニ
を
、
で
き
る
だ
け
地
域
で
消
費
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

問
題
9み

な
さ
ん
は
「
守
・
破
・
離
」
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
武
道
や
茶
道
で
使
わ
れ
る
こ
と
ば
で
、
聞
い
た
こ
と
が
あ

し
ゅ

は

り

き

る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
守
・
破
・
離
」
と
は
昔
か
ら
伝
わ
る
、
物
事
を
（

①

）
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。

し
ゅ

は

り

こ
れ
を
学
校
生
活
に
お
き
か
え
て
み
ま
し
ょ
う
。「
守
」
と
は
、
先
生
か
ら
学
ん
だ
（

②

）
で
す
。「
破
」
と
は
、
そ
こ
か
ら
自

し
ゅ

は

分
な
り
に
工
夫
し
、
新
し
い
や
り
方
を
み
つ
け
た
り
、
新
た
な
興
味
を
持
っ
た
り
し
て
、（

③

）
こ
と
で
す
。「
離
」
と
は
、
基
本
を
ふ

り

ま
え
、
自
分
の
考
え
方
を
よ
り
（

④

）
こ
と
を
言
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
場
合
「
守
」
の
前
に
は
習
う
と
い
う
こ
と
を
示
す
「
習
」
が

し
ゅ

し
ゅ
う

あ
る
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
何
を
守
り
、
何
を
壊
し
、
何
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
か
。
一
度
じ
っ
く
り
考

こ
わ

え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

問
い

あ
な
た
は
先
生
の
話
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。
自
分
の
考
え
を
日
々
の
生
活
を
例
に
し
て

字
か
ら

字
で
書
き
な
さ
い
。

120

160
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注意

１．指示があるまで開かないようにしてください。

２．この冊
さっし

子の総ページ数は 12 ページです。
　　問題は 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。

　　　　　　　2023 年度

入試Ⅱ・帰国生入試Ⅱ

算　数

試験時間　60 分
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1

次の問いに答えなさい。

⑴　 3
1
2 － 1

2
3 ÷

5
6 －

2
15 × 3

1
3 　を計算しなさい。

⑵　［A］を（Aの小数第 1位までの数）とします。

　例えば 1
2
＝ 0.5 ， 1

6
＝ 0.1 となります。このとき，次を計算しなさい。

　　 1
2 ＋

1
3 ＋

1
4 ＋…＋

1
2023

⑶ 　鶴
つる

と亀
かめ

が合わせて 184 羽（匹）います。鶴 1羽の足は 2本，亀 1匹の足は 4本であ

り，鶴と亀の足の本数は合わせて 592 本でした。次の問いに答えなさい。

　あ　鶴は何羽いますか。

　　鶴を 30 羽捕まえて，足に個体を識別する番号札（ 1～ 30）を付けました。

　い 　この 30 羽の中から，発信器を付けるために 2羽の鶴を取り出すことにしまし

た。2羽の鶴の選び方は全部で何通りありますか。

　 　いで選んだ鶴の識別番号を記録し，発信器を付けた上で元に戻
もど

しましたが，さら

に 3台の発信器が手に入ったので，新しく発信器を付ける鶴を選ぶことにしまし

た。その方法として，1～ 30 までの番号が書かれたカードの中から 3枚選ぶこと

で決めることにしました。

　 　このとき選ばれた 3枚のうち，すでに発信器が付いた鶴の番号を 2枚とも含
ふく

む場

合は 　　う　　通りで，1枚だけ含む場合は 　　え　　通りあります。

　　　う　　，　　え　　に当てはまる数を答えなさい。
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2

海陽君は 2つの図形上の点の距
きょ

離
り

の範
はん

囲
い

について考えました。

半径 5 cmの円（円A）と半径 2 cmの円（円B）を，図 1のように中心間の距離が

10cmとなるように置くと，円Aの円周上の点と円Bの円周上の点との距離は 3 cm以

上，17cm以下となります。

このように，2つの図形の周上の点がとれる距離の範囲を「 2つの図形の距離の範囲」

と呼ぶことにすると，円Aと円 Bとの距離の範囲は 3 cm以上，17cm以下と表せます。

⑴ 　円Aと円 Bとの距離の範囲が次のようになるとき，中心間の距離をそれぞれ答

えなさい。

　　あ　 1 cm以上， 9 cm以下となる。

　　い　 0 cm以上，12cm以下となる。

　 　 1 辺の長さが 5 cmである 2つの正三角形ABCと BDEは，3点A，B，Dがこの

順で直線上に並び，頂点Cと頂点 Eはこの直線の同じ側にあるように置かれていま

す。

⑵ 　 2 つの正三角形の距離の範囲は 0 cm以上，10cm以下と言えますか。言える場

合にはAEを使って説明し，言えない場合には正しい距離の範囲を理由をつけて答

えなさい。

円A

円B
図 1

10cm
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　 　 1 辺が 5 cmの正六角形ABCDEFについて，6個ある頂点を 3個ずつ 2組に分け

て，2つの三角形を作ります。

⑶ 　 2 つの三角形の距離の範囲が次のようになる 6つの頂点の分け方は何通りありま

すか。そのような分け方がないときは，解答らんに×と答えること。

　　う　 5 cm以上，10cm以下となる。

　　え　 0 cm以上， 5 cm以下となる。

　　お　 0 cm以上，10cm以下となる。
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3

ある店ではお客さんが 1列に並んでいます。その列は次の規則にしたがっています。

規則：①　お客さんはグループごとに並んでいます。

　　　②　 大人１人は 40cmの幅
はば

の中に，子ども 1人は 30cmの幅の中に立っていて，

重なることはありません。

　　　③　グループとグループの間は 150cm空いています。

　　　④　大人は 1人でもグループを作れます。

　　　⑤　子どもだけではグループは作れません。

例えば，大人 3人子ども 2人のグループと，大人 2人のグループが並ぶと，

列の長さは

（40cm× 3＋ 30cm× 2）＋ 150cm＋（40cm× 2）＝ 4.1m　となります。

⑴ 　大人 3人子ども 2人が並ぶとき，列が一番長くなるのは何mになるときですか。

　列の長さがちょうど 18 ｍになるとき，以下の問いに答えなさい。

⑵ 　列の全員が同じグループの場合，大人と子どもの人数として考えられる組み合わ

せは何通りありますか。

⑶ 　グループが 5つであるとき，列の中にいる大人と子どもの人数として考えられる

組み合わせは何通りありますか。

⑷　グループの数が 10 以上にはならないことを説明しなさい。
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4

あるカレー屋の席数は 30 席で，1日の営業時間は 10 時間です。平均すると席は 40％

埋
う

まっています。また，お客さんはお店に入ってからカレーを食べ終わり，お店を出る

までに平均して 30 分かかることが分かっています。

また，このお店の 1日の売り上げは平均 24 万円です。

⑴　このお店には平均して 1日に何人のお客さんが入りますか。

　 　このカレー屋は日本全国に人口に比例して出店しています。愛知県には 100 店ある

とします。

⑵ 　東京都には何店ありますか。ただし愛知県の人口は 750 万人，東京都の人口は

1400 万人として計算し，1の位を切り捨てて答えなさい。

　 　このカレー屋の全国のお店の席数の平均は 20 席です。営業時間はどのお店も 1日

10 時間で，全国のお店を平均しても席は 40％埋まっています。お客さん 1人が使う

金額もお店での滞在時間も最初のお店と同じであることが分かっています。

⑶ 　年間 360 日営業するとして，1年間の売り上げが 1200 億円を越えるためには，

全国に何店必要ですか。

　 　お客さんの 3人に 1人はカレーにチーズをトッピングします。カレー 1杯にトッピ

ングするチーズの量は 30 ｇです。

⑷ 　このカレー屋の全国のお店を合わせると 1日で約何㎏のチーズを使っています

か。ただし，愛知県の人口は 750 万人，日本の人口は 1億 2500 万人として計算し，

10 の位を四捨五入して答えなさい。

（問題は以上です。）



受験番号 氏名

2023年度 入試Ⅱ・帰国生入試Ⅱ　算数解答用紙

2
⑴

あ

cm

い

cm

⑵

⑶
う

通り

え

通り

お

通り

⑴ ⑵

⑶
あ

羽

い

通り

う

通り

え

通り

1

3
⑴

m
⑵

通り
⑶

通り

⑷

4
⑴

人
⑵

店
⑶

店

⑷
kg

62
9―

1.7

72 435 28 756

2 5

3 × 7

4.8 15 9

240 180 2084

2700

グループが10個のとき，グループ間で150cm×9＝1350cmとなり，

残り450cm。

大人が10人は必要で40cm×10人＝400cmとなり，残りの50cmを

大人と子どもで埋めることはできない。

また，グループが11個以上のとき，グループ間で少なくとも

150cm×10＝1500cm必要。

大人が少なくとも11人必要で，40cm×11人＝440cmとなり，合わ

せて少なくとも1940cm必要。よってこの場合も18mにはできない。

左図のように，点Aを中心とした半径ADの円内に二等辺三

角形ADD' が作れる。2つの正三角形ABCとBDEは点Bを共
有しているため，これらの三角形の距離は0cm以上である。

一方，AD＝10cmで，かつAE＜AD' ＝ADであるから，2つ
の正三角形の距離は10cm以下である。
したがって，「2つの正三角形の距離の範囲」は0cm以上， 

10cm以下といえる。A　　　　　 B　　　　　D

C　　　　　E
D'

30° 60°

30°
75°

60°

15°

user
多角形

user
多角形

user
線

user
折れ線

user
線

user
線

user
折れ線

user
折れ線

user
折れ線

user
折れ線

user
折れ線

user
折れ線
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二
〇
二
三
年
度

　
　
　
　

   

入
試
Ⅱ
・
帰
国
生
入
試
Ⅱ

国
　
語

注
意

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

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

　
　

問
題
は
３
～
15
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

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

以
外

に
書
い
て
も
採
点
し
ま
せ
ん
。

四
、
字
数
を
指
示
し
て
い
る
問
題
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
は
な
く
、
算
用
数
字
で
記
入
し
な
さ

い
。

試
験
時
間　

60
分
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一
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

ホ
モ
属
の
さ
ら
な
る
進
化
形
が
、「
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
」
で
す
。
一
五
〇
万
年
ほ
ど
前
に
現
れ
ま

し
た
。「
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
」
と
は
「
直
立
し
た
」
の
意
味
で
す
が
、
今
で
は
も
っ
と
古
い
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ

ピ
テ
ク
ス
の
段
階
で
す
で
に
直
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
名め
い
し
ょ
う称
は
適
切
で
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。

ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
の
段
階
に
起
こ
っ
た
大
き
な
出
来
事
は
二
つ
で
す
。
一
つ
は
、
①
ヒ
ト
が
初
め

て
ア
フ
リ
カ
大
陸
を
出
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
各
地
に
広
が
っ
た
こ
と
。
こ
れ
を
、
モ
ー
セ
の
「
出
エ
ジ
プ
ト
」

に
②
な
ぞ
ら
え
て
、
人
類
の
「
出
ア
フ
リ
カ
」
と
称
し
て
い
ま
す
。
人
類
の
「
出
ア
フ
リ
カ
」
は
、
二
回

起
こ
り
ま
し
た
。
一
回
目
が
こ
の
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
の
「
出
ア
フ
リ
カ
」
で
、
二
回
目
が
、
あ
と
で

触
れ
る
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
「
出
ア
フ
リ
カ
」
で
す
。

ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
は
、
出
現
後
ま
も
な
く
ア
フ
リ
カ
大
陸
を
出
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
東
に
広
が
り

な
が
ら
さ
ら
に
進
化
し
ま
し
た
。
ジ
ャ
ワ
原
人
や
北
京
原
人
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
は
そ
の
人
た
ち
で
す
。

さ
ら
に
そ
の
後
、
ア
フ
リ
カ
で
進
化
し
て
ホ
モ
・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス
と
な
っ
た
人
た
ち
が
、
ユ
ー

ラ
シ
ア
の
西
の
ほ
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
う
ま
で
広
が
り
ま
し
た
。

ふ
つ
う
の
動
物
は
、
種
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
移
動
し
て
生
息
域
を
拡ひ
ろ

げ
た
り
し
ま
せ

ん
。
生
息
域
を
拡
げ
る
に
は
、
そ
こ
の
環か
ん
き
ょ
う境
に
適
応
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ

ス
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
道
具
の
使
用
に
よ
っ
て
自
ら
周
囲
の
環
境
を
変
え
、
そ
の
環
境
の
中
で
さ

ら
に
進
化
す
る
と
い
う
ヒ
ト
独
自
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
身
に
着
け
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
一
回
目
の

「
出
ア
フ
リ
カ
」
を
成
功
さ
せ
た
の
で
し
ょ
う
。
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
か
ら
と
い
わ
れ
る
火
の
使
用
も
、

そ
の
成
功
を
あ
と
押
し
し
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
が
「
出
ア
フ
リ
カ
」
を
し
て
広
い
範は
ん

囲い

に
進
出
し
た
こ
ろ
、
あ
の
ウ
ル
ト
ラ
マ

ン
の
よ
う
な
頭ず
が
い蓋
を
も
っ
た
肉
体
派
の
パ
ラ
ン
ト
ロ
プ
ス
属
は
、
故
郷
の
ア
フ
リ
カ
を
出
る
こ
と
も
な

く
、
す
で
に
絶ぜ

つ
め
つ滅
し
て
い
ま
し
た
。

ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
が
起
こ
し
た
も
う
一
つ
の
大
き
な
出
来
事
は
、
③
言
葉
の
よ
う
な
役
割
を
す
る

道
具
を
生
み
出
し
た
こ
と
で
す
。
ア
フ
リ
カ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
進
出
し
た
ホ
モ
・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ゲ
ン

シ
ス
の
段
階
で
、
そ
れ
は
起
こ
り
ま
し
た
。
彼
ら
彼
女
ら
は
、
色
や
光こ
う
た
く沢
の
あ
る
石
材
を
選
ん
で
左
右
対

称
に
仕
上
げ
る
な
ど
、
道
具
に
「
美
」
を
盛
り
込こ

む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
美
し
い
道
具
を
誇こ

じ示
し
た

り
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
り
し
て
、
道
具
を
社
会
関
係
に
役
立
て
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
と
同
じ
で
す
ね
。

ヒ
ト
が
作
る
モ
ノ
の
い
ち
ば
ん
大
き
な
特と
く
ち
ょ
う徴
は
、「
切
る
」「
突つ

く
」
や
「
容い

れ
る
」「
煮に

る
」「
盛
る
」
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な
ど
の
物
理
的
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
特
別
な
形
に
仕
上
げ
た
り
、
模
様
を
つ
け
た
り
す
る
な
ど
の
「
凝こ

り
」
を
盛
り
込
ん
で
、
見
る
人
の
心
に
特
定
の
観
念
や
感
情
を
呼
び
お
こ
す
と
い
う
心
理
的
機
能
を
も
っ

て
い
る
こ
と
で
す
。
芸
術
作
品
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
（
記
念
物
）
の
よ
う
に
、
心
理
的
機
能
し
か
も
た
な
い

モ
ノ
す
ら
、
ヒ
ト
は
た
く
さ
ん
生
み
出
し
ま
す
。
そ
れ
を
共
有
し
た
り
、
暮
ら
し
の
空
間
に
散
り
ば
め
た

り
、
贈
り
合
っ
た
り
し
て
、
モ
ノ
を
媒ば
い
か
い介
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
お
こ
な
う
の
が
ヒ
ト
の
特
徴

で
す
。
い
わ
ば
、
言
語
に
④
準
じ
る
働
き
を
、
モ
ノ
は
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
物
理
的
機
能
だ
け
で
は
な

く
、
モ
ノ
が
も
つ
こ
の
よ
う
な
心
理
的
機
能
を
復
元
す
る
の
は
、
認
知
考
古
学
と
い
う
新
し
い
手
法
の
仕

事
で
す
。
認
知
考
古
学
に
つ
い
て
は
あ
と
で
く
わ
し
く
説
明
し
ま
す
が
、
そ
の
対
象
と
な
る
心
理
的
機
能

を
盛
り
込
ん
だ
モ
ノ
が
、
こ
の
段
階
に
出
現
し
た
の
で
す
。

約
七
〇
〇
万
年
に
わ
た
る
人
類
進
化
の
歴
史
も
、
い
よ
い
よ
最
終
局
面
で
す
。
約
三
〇
万
年
前
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
い
た
ホ
モ
・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス
の
中
か
ら
、
さ
ら
に
進
化
し
た
新
し
い
特
徴
を
も
つ

「
ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
」
が
現
れ
ま
し
た
。
か
つ
て
「
旧
人
」
と
い
わ
れ
、
私
た
ち
ホ
モ
・

サ
ピ
エ
ン
ス
の
先
祖
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。

ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
の
脳
の
容
量
は
、
私
た
ち
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
同
じ
か
、
む
し

ろ
や
や
大
き
い
平
均
一
三
〇
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
く
ら
い
で
す
が
、
身
体
は
ａ
キ
ン
ニ
ク
質
で
、
が
っ
し
り

し
て
い
ま
し
た
。
高
緯い

ど度
で
低
温
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
北
部
で
進
化
し
た
た
め
、
ｂ
カ
ン
レ
イ
地
適
応
が
進
み
、

メ
ラ
ニ
ン
色
素
の
少
な
い
白
っ
ぽ
い
皮
膚
、
ブ
ロ
ン
ド
や
赤
毛
の
頭と
う
は
つ髪
、
青
い
瞳ひ
と
み

、
お
よ
び
長
い
胴ど
う

な
ど

の
特
徴
を
も
っ
て
い
た
と
ｃ
ソ
ウ
テ
イ
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
近
年
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
分ぶ

ん
せ
き析
か
ら
も
裏

付
け
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
が
の
こ
し
た
石
ヤ
リ
か
ら
、
彼
ら
彼
女
ら
の
脳
の
働
き
ぶ
り
を

復
元
で
き
ま
す
。
ま
ず
、
石
ヤ
リ
を
切
り
出
す
母
岩
を
加
工
し
、
完
成
形
を
頭
に
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、

そ
の
形
を
先
に
作
っ
て
お
き
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
石
ヤ
リ
の
根
元
に
な
る
部
分
に
打
撃
を
加
え
て
、

思
っ
た
形
の
石
ヤ
リ
を
母
岩
か
ら
切
り
離は
な

し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
は
、
作
り
た
い
道
具
の
形
を
先
に
思
い
浮
か
べ
、

そ
れ
を
作
る
た
め
に
最
適
の
材
料
を
選
び
、
何
段
階
も
の
ｄ
コ
ウ
テ
イ
を
予
測
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
⑤
計

画
的
に
作
業
を
重
ね
て
完
成
品
を
生
み
出
す
と
い
う
、
高
度
な
思
考
能
力
と
技
術
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
は
、
仲
間
が
死
ぬ
と
そ
の
遺い
が
い骸
を
埋ま
い
そ
う葬
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
も
高
度
な
思
考
能
力
の
産
物
で
す
。
さ
ら
に
、
埋
葬
に
花
を
ｅ
供
え
て
い
た
可
能
性
も
、
遺い
せ
き跡
の
花

粉
分
析
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
供
花
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
り
ま
す
。

ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
の
出
現
か
ら
一
〇
万
年
ほ
ど
遅
れ
た
二
〇
万
年
前
ご
ろ
に
、
私
た
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ち
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
、
ホ
モ
・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス
か
ら
分ぶ
ん
き岐
し
ま
し
た
。
分
岐
し
た
の
は
ア

フ
リ
カ
で
の
こ
と
で
す
。

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
頭
蓋
は
、
ド
ー
ム
状
の
発
達
が
き
わ
ま
り
、
ふ
く
ら
み
の
前
の
端
が
い
っ
ぱ
い

ま
で
せ
り
出
し
て
、
目
の
上
の
隆り
ゅ
う
き起
（
眼が
ん
か
じ
ょ
う
り
ゅ
う
き

窩
上
隆
起
）
も
弱
く
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
ホ
モ
・
ネ
ア
ン

デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
に
く
ら
べ
る
と
、
全
体
に
き
ゃ
し
ゃ
な
身
体
の
造
り
に
な
っ
て
い
て
、
脳
の
容
量
も
、

平
均
す
る
と
ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
よ
り
も
小
さ
い
く
ら
い
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
脳
が
生
み
出
す
モ
ノ
は
、
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
と
は
大
き
く
違
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
ず
は
、
道
具
の
質
で
す
。
モ
ノ
に
、
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
が
美
を
、
ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン

シ
ス
が
計
画
性
を
盛
り
込
ん
だ
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
ま
し
た
。
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
道
具
は
、
そ
の
両

者
を
極
限
ま
で
に
き
わ
め
、
さ
ら
に
象し
ょ
う
ち
ょ
う
せ
い

徴
性
や
想
像
力
と
い
っ
た
、
⑥
そ
の
進
化
し
た
脳
で
し
か
生
み
出

す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
要
素
を
物
質
化
し
た
も
の
で
す
。

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
の
こ
し
た
最
古
級
の
モ
ノ
と
し
て
、
南
ア
フ
リ
カ
の
ブ
ロ
ン
ボ
ス
洞ど

う
く
つ窟
で
出
土

し
た
七
万
五
〇
〇
〇
年
前
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
装そ
う
し
ょ
く
ひ
ん

飾
品
が
あ
り
ま
す
。
ア
ク
セ
サ
リ
ー
は
、
小
さ
な
巻
貝

の
殻か

ら

に
穴
を
あ
け
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
史
上
最
古
の
ビ
ー
ズ
で
す
。
装
飾
品
は
、
赤
い
顔
料
と
し
て
使
わ

れ
た
オ
ー
カ
ー
と
よ
ば
れ
る
鉱
物
の
塊
か
た
ま
り

で
、
斜な
な

め
格
子
の
線
を
刻
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
史
上
最
古

の
シ
ン
ボ
ル
（
何
か
を
象
徴
す
る
文
様
）
で
す
。

さ
ら
に
、
約
四
万
年
前
以
降
に
な
る
と
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
、
た
く
さ
ん
の
画
材
を
組
み
合
わ

せ
て
特
定
の
場
面
を
描え
が

く
複
雑
な
絵
画
を
残
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
三
万
二
〇
〇
〇
年
前
に
描
か
れ
た

シ
ョ
ー
ヴ
ェ
洞
窟
（
フ
ラ
ン
ス
）
の
壁へ

き
が画
は
、
初
期
で
は
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
、
ウ
シ
・
ウ
マ
・

ラ
イ
オ
ン
・
シ
カ
・
ヒ
ョ
ウ
・
ハ
イ
エ
ナ
な
ど
を
描
い
て
い
ま
す
。
頂
点
と
さ
れ
る
の
が
約
一
万
五
〇
〇

〇
年
前
の
ラ
ス
コ
ー
洞
窟
（
フ
ラ
ン
ス
）
で
、
た
く
さ
ん
の
動
物
に
、
人
間
や
幾き

何か

学が
く

的
な
文
様
も
交
え

た
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
が
描
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
ク
セ
サ
リ
ー
や
絵
画
は
、
先
に
述
べ
た
心
理
的
機
能
し
か
も
た
な
い
モ
ノ
で
す
。
⑦
こ
ん
な
モ
ノ
を

た
く
さ
ん
生
み
出
し
て
み
ん
な
で
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ヒ
ト
は
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
だ
け
で
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
贈
り
物
な
ど
、
個
人
と
個
人
を
結
ん
で
、
社
会
関
係
を
結
ん
で
い
く
た
め
の
道

具
で
す
。
こ
の
よ
う
な
道
具
に
よ
っ
て
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
、
そ
れ
ま
で
の
ど
の
ヒ
ト
も
作
れ
な

か
っ
た
よ
う
な
大
き
く
て
複
雑
な
社
会
組
織
を
実
現
し
ま
し
た
。

心
理
的
機
能
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
モ
ノ
の注

白は
く
び眉
は
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
も
の
を
頭
の
中
に
創つ
く

り
出

す
と
い
う
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
な
ら
で
は
の
脳
の
力
、
す
な
わ
ち
「
想
像
」
の
産
物
で
す
。
ド
イ
ツ
の
シ
ュ

ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・
ア
ル
プ
で
発
見
さ
れ
た
「
ラ
イ
オ
ン
人
間
」
は
、
文
字
ど
お
り
頭
は
ラ
イ
オ
ン
、
首
か
ら

下
が
人
間
で
、
約
三
万
二
〇
〇
〇
年
前
の
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
マ
ン
モ
ス
ゾ
ウ
の
牙き
ば

か
ら
彫
り
出
し
た



― 6 ―

作
品
で
す
。

人
間
の
知ち

え恵
と
ラ
イ
オ
ン
の
強
さ
を
合
わ
せ
持
つ
超ち
ょ
う
え
つ越
的
な
能
力
の
持
ち
主
と
し
て
想
像
し
た
「
ラ
イ

オ
ン
人
間
」
を
モ
ノ
に
表
す
こ
と
で
、
人
び
と
は
そ
の
姿
を
共
有
し
、
も
し
か
し
た
ら
「
神
」
と
し
て
あ

が
め
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
無
数
の
人
が
心
や
知
識
を
一
つ
に
し
て
作
っ
た
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
独
特
の

巨き
ょ
だ
い大
な
社
会
の
核か
く

と
な
る
の
は
神
で
す
が
、
そ
れ
は
彼
ら
彼
女
ら
（
そ
し
て
私
た
ち
）
だ
け
が
も
ち
え
た

自
在
な
想
像
と
、
そ
れ
を
モ
ノ
と
し
て
共
有
す
る
能
力
の
産
物
で
し
た
。
神
が
ヒ
ト
を
造
っ
た
の
で
は
な

く
、
ヒ
ト
が
神
を
作
っ
た
の
で
す
。

さ
き
に
、
人
類
の
「
出
ア
フ
リ
カ
」
は
二
回
あ
っ
た
と
言
い
ま
し
た
。
一
回
目
は
す
で
に
述
べ
た
ホ

モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
の
「
出
ア
フ
リ
カ
」、
二
回
目
が
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
「
出
ア
フ
リ
カ
」
で
、
遅

く
と
も
約
六
万
年
前
に
は
起
こ
っ
た
よ
う
で
す
（
最
近
で
は
約
一
八
万
年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
と
の
説
も

あ
り
ま
す
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
重
要
な
の
は
、
⑧
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
に
よ
る
二
回
目
の
「
出
ア
フ
リ

カ
」
は
、
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
に
よ
る
一
回
目
の
「
出
ア
フ
リ
カ
」
よ
り
も
は
る
か
に
遠え

ん
き
ょ
り

距
離
に
達
し
、

北ほ
っ
き
ょ
く
け
ん

極
圏
、
熱
帯
雨
林
、
海
洋
と
い
っ
た
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
環
境
に
適
応
し
て
拡
散
し
、
生
息
域
を
拡
げ

た
こ
と
で
す
。
赤
道
直
下
か
ら
極
地
近
く
ま
で
の
全
環
境
下
で
生
息
し
て
い
る
生
物
種
は
、
ホ
モ
・
サ
ピ

エ
ン
ス
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
理
由
は
、
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
が
「
出
ア
フ
リ
カ
」
を
果
た
せ
た
理
由
と
同
じ
、
道
具
の
使
用

に
よ
っ
て
環
境
を
変
え
る
力
に
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
の

到と
う
た
つ達
範は
ん
い囲
を
は
る
か
に
超
え
て
全
地
球
に
進
出
で
き
た
こ
と
が
説
明
で
き
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
、
い
ま
述

べ
て
き
た
想
像
力
で
も
っ
て
先
の
こ
と
を
予
測
す
る
能
力
や
、
個
人
で
は
で
き
な
い
こ
と
を
み
ん
な
で
お

こ
な
う
社
会
の
力
が
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
大だ
い
え
ん
せ
い

遠
征
を
実
現
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
近
年
で

は
、
好こ

う
き
し
ん

奇
心
や
冒ぼ
う
け
ん険
心し
ん

も
、
そ
れ
を
後あ
と
お押
し
し
た
力
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
南
太
平
洋
に
進
出
し

た
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
、
肉
眼
で
は
見
え
な
い
先
の
島
に
ボ
ー
ト
（
あ
る
い
は
筏い
か
だ

？
）
で
渡
っ
て
い
る

事
実
な
ど
は
、
好
奇
心
や
冒
険
心
や
想
像
力
が
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
出
来
事
で
し
ょ
う
。

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
、
地
球
上
に
大
き
く
拡
が
り
な
が
ら
、
少
し
先
に
現
れ
た
ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル

タ
ー
レ
ン
シ
ス
と
一
五
万
年
間
ほ
ど
も
共
存
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
両
者
の
交
配
も
起
こ
っ
た
よ
う
で

す
。
し
か
し
、
ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
は
約
四
万
年
前
（
一
説
で
は
約
二
万
五
〇
〇
〇
年
前
）

に
絶
滅
し
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
そ
の
後
お
お
い
に
繁は

ん
し
ょ
く殖
し
て
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
あ
と
に
戻も
ど

せ
な
い
ほ
ど
に
地
球
の
環
境
を
変
え
、
ほ
か
の
膨ぼ
う
だ
い大
な
数
の
生
物
種
を

圧あ
っ
ぱ
く迫
し
て
絶
滅
に
追
い
や
り
、「
人
新
世
」
と
よ
ば
れ
る
ほ
ど
に
一
つ
の
惑わ
く
せ
い星
を
わ
が
も
の
と
し
て
し
ま

う
、
全
宇
宙
で
も
特
異
な
事
態
を
つ
く
り
出
し
て
い
ま
す
。
考
古
学
最
大
の
目
的
で
あ
る
ヒ
ト
の
解
明
と

洞ど
う
さ
つ察
は
、
こ
の
深
刻
な
問
題
に
う
ち
勝
っ
て
未
来
を
照
ら
す
光
で
す
。
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（
松
木
武
彦
『
は
じ
め
て
の
考
古
学
』
ち
く
ま
プ
リ
マ
―
新
書
に
よ
る
）

（
注
）
白
眉　

多
く
の
も
の
の
中
で
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
。

問
一　

傍
線
部
①
「
ヒ
ト
が
初
め
て
ア
フ
リ
カ
大
陸
を
出
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
各
地
に
広
が
っ
た
こ
と
」
と

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
広
が
り
を
可
能
に
し
た
能
力
は
何
で
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て

「
能
力
」
に
つ
な
が
る
形
で
二
つ
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
一
つ
目
は
十
五
字
以
上
二
十
字
以
内
、
二

つ
目
は
五
字
以
上
十
字
以
内
と
し
ま
す
。

問
二　

傍
線
部
②
「
な
ぞ
ら
え
て
」・
傍
線
部
④
「
準
じ
る
」
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、

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

　

②
「
な
ぞ
ら
え
て
」

　

ア　

た
と
え
て　
　
　

イ　

対
抗
し
て

　

ウ　

ま
さ
っ
て　
　
　

エ　

口
実
に
し
て

　

④
「
準
じ
る
」

　

ア　

あ
る
取
り
決
め
に
基
づ
く　
　
　

イ　

あ
る
も
の
の
次
に
重
視
す
る

　

ウ　

あ
る
も
の
と
同
等
に
扱
う　
　
　

エ　

あ
る
も
の
を
上
ま
わ
る
と
見
な
す

問
三　

傍
線
部
③
「
言
葉
の
よ
う
な
役
割
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。
そ
の

内
容
を
本
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
二
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
⑤
「
計
画
的
に
作
業
を
重
ね
て
完
成
品
を
生
み
出
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
内
容
を
具

体
的
に
書
い
て
い
る
部
分
を
さ
が
し
、
そ
の
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
⑥
「
そ
の
進
化
し
た
脳
で
し
か
生
み
出
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
要
素
を
物
質
化
し
た
」

と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。
本
文
中
か
ら
二
つ
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

問
六　

傍
線
部
⑦
「
こ
ん
な
モ
ノ
を
た
く
さ
ん
生
み
出
し
て
み
ん
な
で
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ヒ
ト

は
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
だ
け
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
こ
ん
な
モ
ノ
」
を
使
っ
て
ホ
モ
・
サ
ピ
エ

ン
ス
が
初
め
て
造
り
出
し
た
も
の
は
何
で
す
か
、
書
き
な
さ
い
。
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問
七　

傍
線
部
⑧
「
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
に
よ
る
二
回
目
の
『
出
ア
フ
リ
カ
』」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

が
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ス
の
進
出
し
た
範
囲
を
大
き
く
上
ま
わ
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

本
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
五
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
八　

本
文
の
内
容
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
カ
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な

さ
い
。

ア　

北
京
原
人
は
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
を
出
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
東
に
広
が
り
な
が
ら
進
化
し
た
種
で
あ
る

が
、
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
の
よ
う
な
頭
蓋
を
も
っ
た
肉
体
派
の
バ
ラ
カ
ン
ト
ロ
プ
ス
属
で
あ
る
。

イ　

ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
は
、
ヒ
ト
の
進
化
に
お
い
て
「
計
画
性
」
を
盛
り
込
ん
だ
こ

と
が
画
期
的
な
こ
と
だ
っ
た
が
、
遅
く
と
も
約
二
万
五
〇
〇
〇
年
前
に
は
絶
滅
し
た
。

ウ　

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
脳
の
容
量
は
、
平
均
す
る
と
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
よ
り
も
生
育
域
を
拡
げ

ら
れ
な
か
っ
た
ホ
モ
・
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
レ
ン
シ
ス
と
同
じ
か
や
や
大
き
い
。

エ　

ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
の
段
階
に
な
る
と
、
道
具
に
「
美
」
を
盛
り
込
む
よ
う
に
な
り
、
そ
の
心

理
的
機
能
を
活
か
し
て
、
誇
示
し
た
り
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
し
た
り
し
た
。

オ　

ホ
モ
・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス
は
、
言
葉
の
よ
う
な
役
割
を
す
る
道
具
を
生
み
出
す
と
と
も

に
、
死
ん
だ
仲
間
の
遺
骸
を
埋
葬
す
る
な
ど
、
高
度
な
思
考
能
力
を
持
っ
て
い
た
。

カ　

ジ
ャ
ワ
原
人
は
、
一
回
目
の
「
出
ア
フ
リ
カ
」
で
ア
フ
リ
カ
大
陸
を
出
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
東

に
進
出
し
て
進
化
し
た
ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
の
一
種
で
あ
る
。

問
九　

二
重
傍
線
部
ａ
「
キ
ン
ニ
ク
」
ｂ
「
カ
ン
レ
イ
」
ｃ
「
ソ
ウ
テ
イ
」
ｄ
「
コ
ウ
テ
イ
」
ｅ
「
供
」

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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二
　　

次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

牛
乳
を
取
ろ
う
と
し
た
手
の
甲こ
う

に
、
①
何
か
が
当
た
っ
た
。

落
ち
て
き
た
瓶び
ん

が
、
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
宙
を
舞ま

う
。

そ
の
動
き
を
、
目
は
追
っ
て
い
る
の
に
、
腕
が
少
し
も
動
か
な
い
。
ど
ん
、
と
い
う
衝し
ょ
う

撃げ
き

が
足
の
裏
か

ら
響
い
て
き
て
、
あ
、
と
い
う
叫さ

け

び
声
が
喉の
ど

の
奥
に
吸
い
込
ま
れ
た
。

―
―
中
身
が
こ
ぼ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

僕
は
居
間
の
奥
の
和
室
を
振ふ

り
向
い
た
。

だ
が
、
昼
寝
を
し
て
い
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
は
今
の
音
が
聞
こ
え
な
か
っ
た
の
か
、
起
き
出
し
て
く
る

気
配
は
な
い
。

床
に
散
ら
ば
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
作
っ
た
桜
の
塩し
お

漬づ

け
だ
っ
た
。

―
―
②
ど
う
し
よ
う
。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
桜
の
塩
漬
け
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
校
長
先
生
を
定
年
退

職
し
て
数
年
経
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。

き
っ
か
け
が
何
だ
っ
た
か
は
僕
も
覚
え
て
い
る
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
緑
茶
の
入
っ
た
湯ゆ

呑の

み
を
ち
ゃ
ぶ

台
に
置
い
て
、
ふ
い
に
『
不
思
議
な
も
ん
だ
な
あ
』
と
つ
ぶ
や
い
た
の
だ
っ
た
。

『
本
当
は
ず
っ
と
、
桜
茶
が
苦
手
だ
っ
た
は
ず
な
ん
だ
よ
。
香
り
よ
り
も
塩
気
ば
か
り
が
主
張
し
す
ぎ
て

い
る
気
が
し
て
ね
。
お
祝
い
ご
と
だ
か
ら
仕
方
な
く
飲
ん
で
い
た
だ
け
で
、
い
つ
も
ほ
と
ん
ど
味
わ
っ
て

は
い
な
か
っ
た
ん
だ
。
だ
け
ど
、
い
ざ
飲
ま
な
く
て
い
い
と
な
る
と
、
何
だ
か
な
あ
…
…
』

『
春
が
来
た
感
じ
が
し
ま
せ
ん
か
？
』

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
両
目
を
細
め
て
尋た

ず

ね
る
と
、『
そ
う
な
ん
だ
よ
』
と
顔
を
上
げ
る
。

『
そ
う
、
そ
う
。
春
が
来
た
感
じ
が
し
な
い
ん
だ
』

お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
気
持
ち
を
上う

ま手
く
表
現
し
て
も
ら
え
た
こ
と
が
嬉う
れ

し
か
っ
た
の
か
、
声
を
弾は
ず

ま
せ

た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
ゆ
っ
た
り
と
う
な
ず
く
。

『
校
長
先
生
に
な
っ
て
か
ら
長
か
っ
た
で
す
も
の
ね
え
』

そ
れ
か
ら
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
毎
年
、
三
月
の
下げ

旬じ
ゅ
ん

に
な
る
と
菩ぼ
だ
い
じ

提
寺
の
桜
並
木
か
ら
花
び
ら
を
も

ら
っ
て
き
て
桜
の
塩
漬
け
を
手
作
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
水
洗
い
を
し
て
塩
を
ま
ぶ
し
、
梅
酢
に
漬
け
、

一
週
間
ほ
ど
し
た
ら
取
り
出
し
て
天
日
干
し
を
し
、
も
う
一
度
塩
を
ま
ぶ
す
。
そ
れ
を
熱
湯
で
消
毒
し
た

瓶
に
詰
め
、
冷
蔵
庫
に
し
ま
っ
て
お
く
の
だ
。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
僕
の
目
の
前
で
桜
の
塩
漬
け
を
作
り
な
が
ら
解
説
し
て
く
れ
た
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん

が
校
長
先
生
を
し
て
い
た
小
学
校
で
は
、
毎
年
卒
業
式
や
入
学
式
に
は
桜
の
塩
漬
け
に
お
湯
を
入
れ
て
作
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る
桜
茶
を
飲
ん
で
い
た
こ
と
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
僕
が
生
ま
れ
て
か
ら
今
ま
で
の
時
間
よ
り
も
長
い
間
、

校
長
先
生
と
し
て
生
き
て
き
た
こ
と
。

そ
し
て
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
秘
密
の
話
を
す
る
よ
う
な
声
と
表
情
で
続
け
た
。

『
卒
業
式
や
入
学
式
で
み
ん
な
に
向
か
っ
て
話
を
す
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
と
て
も
か
っ
こ
よ
か
っ
た
の

よ
』初

め
の
年
は
作
っ
て
す
ぐ
に
飲
ん
で
い
た
け
れ
ど
、
翌
年
か
ら
は
桜
が
咲
き
始
め
る
頃
に
前
年
に
作
っ

た
も
の
を
飲
み
、
ま
た
新
し
く
作
っ
た
も
の
を
来
年
用
に
保
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

桜
茶
を
飲
む
た
び
に
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
縁
側
か
ら
ま
ぶ
し
そ
う
に
外
を
眺な
が

め
て
、
あ
あ
、
今
年
も
春

が
来
た
、
と
つ
ぶ
や
い
た
。

そ
の
、
桜
茶
よ
り
も
③
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
考
え
た
表
現
を
味
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
ど
こ
か
得
意
げ
な
横

顔
に
、
何
だ
か
お
じ
い
ち
ゃ
ん
っ
て
か
わ
い
い
な
、
と
思
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

だ
け
ど
、
去
年
の
夏
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

急
に
心
臓
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
ら
し
く
、
苦
し
ま
な
く
て
あ
る
意
味
幸
せ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

と
言
う
人
も
い
た
け
れ
ど
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
お
葬
式
の
間
中
た
く
さ
ん
泣
い
て
、
そ
れ
以
来
少
し
小
さ

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

僕
の
前
で
は
今
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
笑
っ
た
り
面
白
い
折
り
紙
の
折
り
方
を
教
え
て
く
れ
た
り
す
る
け

れ
ど
、
僕
が
遊
び
に
行
く
と
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
仏
壇
に
ま
だ
燃
え
か
け
の
線
香
が
立
っ
て
い
る
よ
う
に

な
っ
た
。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
得
意
料
理
だ
っ
た
卯う

の
花
を
自
分
で
作
っ
て
は
、
作
り
方
を
教
え
て
も
ら
っ
て
お
く

べ
き
だ
っ
た
な
あ
、
と
た
め
息
を
つ
く
お
じ
い
ち
ゃ
ん
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
き
っ
と
、
今
年
の
分
の
桜
茶
を
飲
む
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
④
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
の
桜
茶
が
あ
れ
ば
、
少
し
は
元
気
に
な
れ
た
か
も
し
れ
な
い
の
に
。

僕
は
床
に
膝ひ
ざ

を
つ
き
、
散
ら
ば
っ
た
桜
の
塩
漬
け
を
か
き
集
め
て
瓶
に
戻
し
た
。
で
も
、
埃ほ
こ
り

や
髪
の
毛

な
ん
か
が
交
じ
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
と
て
も
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
使
え
な
い
。

一
度
水
で
洗
っ
て
、
も
う
一
度
塩
漬
け
に
し
直
す
？　

ダ
メ
だ
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
花
び
ら
が
ボ
ロ
ボ
ロ
に

な
っ
て
し
ま
う
は
ず
だ
。
そ
れ
な
ら
―
―

僕
は
考
え
が
ま
と
ま
ら
な
い
ま
ま
に
瓶
を
ジ
ャ
ン
パ
ー
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
突
っ
込
ん
だ
。
そ
っ
と
お
じ
い

ち
ゃ
ん
の
家
を
出
て
、
さ
っ
き
通
っ
た
ば
か
り
の
通
学
路
を
駆か

け
戻
っ
て
い
く
。

水み
ず
た
に谷
く
ん
な
ら
、
と
す
が
る
よ
う
に
考
え
て
い
た
。

山や
ま
の野
さ
ん
の
リ
コ
ー
ダ
ー
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
も
、
ク
ラ
ス
で
飼
っ
て
い
た
ハ
ム
ス
タ
ー
が
か
ご
か

ら
逃
げ
出
し
て
し
ま
っ
た
と
き
も
、
学
芸
会
の
た
め
に
み
ん
な
で
作
っ
た
幕
が
汚
さ
れ
て
い
た
と
き
も
、
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顔
色
一
つ
変
え
ず
に
真
相
を
推
理
し
て
解
決
し
て
き
た
水
谷
く
ん
な
ら
、
何
と
か
し
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
。

何
か
困
っ
た
こ
と
が
起
き
た
と
き
、
み
ん
な
が
真
っ
先
に
相
談
す
る
の
が
水
谷
く
ん
だ
。
水
谷
く
ん
は
、

先
生
み
た
い
に
怒
ら
な
い
。
そ
し
て
、
水
谷
く
ん
は
、
先
生
み
た
い
に
「
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
仕

方
な
い
か
ら
、
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
か
を
考
え
ま
し
ょ
う
」
な
ん
て
こ
と
を
言
わ
な
い
。

何
が
起
こ
っ
た
の
か
、
何
で
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
を
知
り
た
い
気
持
ち
に
、
と
こ

と
ん
答
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
じ
ゃ
あ
ど
う
す
る
か
と
い
う
方
法
を
一
緒
に
考
え
て
く
れ

る
の
だ
。

他
の
誰
も
気
づ
か
な
い
よ
う
な
ち
ょ
っ
と
し
た
ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
て
、
ま
る
で
そ
の
場
に
い
た
み
た
い

に
本
当
の
こ
と
を
言
い
当
て
、
し
か
も
一
番
い
い
方
法
を
考
え
て
く
れ
る
水
谷
く
ん
は
、
四
年
生
に
な
っ

た
ば
か
り
の
去
年
の
春
頃
、
高た
か
ぎ木
く
ん
が
「
す
げ
え
、
神
さ
ま
み
た
い
」
と
言
っ
た
こ
と
か
ら
、「
神
さ
ま
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
学
校
で
は
あ
だ
名
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
先
生
が
い
る
と
こ
ろ
で
は
使

わ
な
い
け
れ
ど
、
子
ど
も
た
ち
だ
け
の
と
こ
ろ
で
は
、
み
ん
な
水
谷
く
ん
を
「
神
さ
ま
」
と
呼
ぶ
。
ね
え
、

神
さ
ま
、
教
え
て
よ
。
ね
え
、
神
さ
ま
、
助
け
て
よ
。

⑤
水
谷
く
ん
は
、
本
当
は
「
神
さ
ま
」
じ
ゃ
な
く
て
「
名
探た

ん
て
い偵

」
と
呼
ば
れ
た
い
ら
し
い
け
ど
、
学
年
で

一
番
小
さ
く
て
、
な
の
に
大
人
よ
り
も
大
人
み
た
い
に
、
い
つ
も
⑥
淡た

ん
た
ん々

と
し
て
い
る
水
谷
く
ん
は
、
た

し
か
に
僕
た
ち
と
は
違
う
生
き
物
み
た
い
だ
。

お
寺
の
前
を
過
ぎ
、
公
園
の
角
を
曲
が
り
―
―
自
分
が
そ
も
そ
も
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
家
に
牛
乳
を
取
り

に
帰
っ
た
の
だ
っ
た
と
思
い
出
し
た
の
は
、
水
谷
く
ん
が
待
っ
て
い
る
歩
道
橋
が
見
え
て
き
た
と
こ
ろ

だ
っ
た
。

歩
道
橋
の
階
段
下
に
置
か
れ
た
段
ボ
ー
ル
箱
の
前
で
し
ゃ
が
ん
で
い
た
水
谷
く
ん
が
顔
を
上
げ
る
。

「
あ
、
ご
め
ん
、
牛
乳
な
ん
だ
け
ど
…
…
」

「
い
い
よ
」

言
い
か
け
た
僕
を
、
水
谷
く
ん
が
手
で
止
め
た
。

「
よ
く
考
え
た
ら
、
牛
乳
は
ま
ず
い
か
も
し
れ
な
い
」

メ
ガ
ネ
の
ブ
リ
ッ
ジ
を
押
し
上
げ
、
段
ボ
ー
ル
箱
に
顔
を
戻
す
。

「
ま
ず
い
？
」

「
い
や
、
牛
乳
は
元
々
牛
の
赤
ち
ゃ
ん
の
た
め
の
飲
み
物
だ
か
ら
ね
。
仔こ
ね
こ猫
に
飲
ま
せ
た
ら
お
腹
を
壊
し

て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」

「
あ
」

僕
は
声
を
漏も

ら
し
な
が
ら
〈
ひ
ろ
っ
て
く
だ
さ
い
〉
と
黒
い
油
性
ペ
ン
で
書
か
れ
た
箱
の
中
を
覗の
ぞ

き
込
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ん
だ
。
最
初
に
視
界
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
は
黄
緑
色
の
毛
布
で
、
毛
布
が
動
い
た
、
と
思
っ
た
瞬
間
に

隙す
き

間ま

か
ら
黒
と
茶
色
の
斑ま
だ
ら

模
様
が
現
れ
る
。
水
谷
く
ん
が
毛
布
ご
と
抱
き
上
げ
る
と
、
ま
ぶ
し
そ
う
に
目

を
細
め
た
仔
猫
は
、
み
い
、
と
小
さ
く
鳴
い
た
。

「
と
り
あ
え
ず
、
ど
こ
か
具
合
が
悪
い
と
こ
ろ
が
な
い
か
ど
う
か
も
確
か
め
た
方
が
い
い
し
、
動
物
病
院

に
連
れ
て
行
こ
う
」

水
谷
く
ん
は
唇
く
ち
び
る

を
ほ
と
ん
ど
動
か
さ
な
い
し
ゃ
べ
り
方
で
言
っ
て
す
ば
や
く
歩
き
始
め
る
。
い
つ
も

な
が
ら
の
決
断
力
に
、
さ
す
が
頼
も
し
い
な
、
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
桜
の
塩
漬
け

の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

ポ
ケ
ッ
ト
を
手
で
押
さ
え
る
と
、
水
谷
く
ん
は
、

「
そ
れ
、
何
？
」

と
、
僕
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
顎あ
ご

で
示
す
。

僕
は
⑦
ど
こ
か
救
わ
れ
る
思
い
で
、
つ
い
さ
っ
き
起
こ
っ
た
こ
と
を
話
し
始
め
た
。

自
分
の
家
よ
り
も
近
い
か
ら
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
家
に
向
か
っ
た
こ
と
、
牛
乳
を
取
ろ
う
と
し
て
冷
蔵
庫

の
上
の
方
に
手
を
伸
ば
し
た
ら
、
う
っ
か
り
瓶
を
落
と
し
て
中
身
を
こ
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は

死
ん
だ
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
作
っ
た
桜
の
塩
漬
け
で
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
す
ご
く
が
っ
か
り
す
る
だ
ろ
う
こ

と
。そ

れ
で
、
水
谷
く
ん
な
ら
何
と
か
す
る
方
法
を
思
い
つ
か
な
い
か
な
と
思
っ
て
、
と
続
け
る
と
、
水
谷

く
ん
は
動
物
病
院
へ
向
か
う
歩
を
緩ゆ
る

め
な
い
ま
ま
に
「
ま
あ
、
選せ
ん

択た
く

肢し

は
三
つ
だ
ろ
う
ね
」
と
告
げ
た
。

「
正
直
に
話
し
て
謝
る
、
お
店
で
桜
の
塩
漬
け
を
買
っ
て
そ
の
瓶
に
入
れ
替
え
る
、
あ
る
い
は
作
る
」

「
作
る
っ
て
、
僕
が
？
」

「
今
、
作
り
方
を
言
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」

水
谷
く
ん
は
当
然
の
こ
と
を
口
に
す
る
よ
う
な
表
情
で
僕
を
見
る
。

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
作
る
の
を
手
伝
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」

「
手
伝
う
っ
て
い
う
か
…
…
隣
で
見
て
い
た
だ
け
だ
け
ど
」

僕
は
瓶
を
握に
ぎ

り
し
め
た
。

「
無
理
な
ら
買
う
し
か
な
い
。
た
だ
、
そ
の
場
合
は
作
り
方
が
違
う
は
ず
だ
か
ら
味
や
見
た
目
が
違
う
も

の
に
は
な
る
だ
ろ
う
け
ど
」

「
そ
れ
は
…
…
」

「
な
ら
、
正
直
に
謝
る
？
」

僕
は
答
え
ら
れ
ず
に
う
つ
む
く
。
正
直
に
言
っ
て
も
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
怒
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ

う
か
、
と
静
か
に
言
っ
て
、
瓶
を
足
に
ぶ
つ
け
た
り
し
な
か
っ
た
か
と
心
配
し
て
く
れ
る
―
―
⑧
お
じ
い
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ち
ゃ
ん
は
、
そ
う
い
う
人
だ
。

　

だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
本
当
の
こ
と
を
言
う
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。

「
…
…
僕
に
、
作
れ
る
の
か
な
」

「
桜
が
咲
い
て
さ
え
い
れ
ば
」

僕
が
声
を
絞し
ぼ

り
出
す
と
、
水
谷
く
ん
は
何
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
答
え
て
腕う
で

の
中
の
仔
猫
を
見
下
ろ

し
た
。

「
だ
け
ど
、
ま
ず
は
こ
の
子
が
先
だ
」

（
芦
沢
央
『
僕
の
神
さ
ま
』
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
に
よ
る
）

問
一　

傍
線
部
①
「
何
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
何
で
す
か
。
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
二
十
字
以
内

で
答
え
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
②
「
ど
う
し
よ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
「
僕
」
の
ど
ん
な
心
情
が
現
れ
て
い
ま

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　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
ひ
ど
く
し
か
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
持
ち
。

イ　

床
を
汚
し
て
し
ま
っ
て
ど
う
片
付
け
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
。

ウ　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
桜
の
塩
漬
け
が
作
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
持
ち
。

エ　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
を
が
っ
か
り
さ
せ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
持
ち
。

問
三　

傍
線
部
③
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
考
え
た
表
現
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
何
で
す
か
。
文
中
か
ら

六
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
④
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
桜
茶
が
あ
れ
ば
、
少
し
は
元
気
に
な
れ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。「
僕
」
が
考
え
る
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
」
の
心
情
に
ふ
れ
な
が
ら
、

五
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
⑤
「
水
谷
く
ん
は
、
本
当
は
『
神
さ
ま
』
じ
ゃ
な
く
て
『
名
探
偵
』
と
呼
ば
れ
た
い
ら
し

い
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
水
谷
く
ん
」
の
行
動
が
「
名
探
偵
」
の
よ
う
に
思
え
る
部
分
を
七
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
。
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問
六　

傍
線
部
⑥
「
淡
々
と
し
て
い
る
」
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

大
人
び
て
い
る　
　
　
　
　

イ　

冷
た
い
感
じ
が
す
る

ウ　

あ
っ
さ
り
し
て
い
る　
　
　

エ　

風
格
が
あ
る

問
七　

傍
線
部
⑦
「
ど
こ
か
救
わ
れ
る
思
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
そ
う
思
う
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　

ど
う
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
ず
、
水
谷
く
ん
に
助
け
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
た
と
き
に
、
水
谷
く

ん
の
方
か
ら
話
す
き
っ
か
け
を
作
っ
て
く
れ
た
か
ら
。

イ　

水
谷
く
ん
は
「
神
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
、
声
を
か
け
て
く
れ
る
だ
け
で
も
あ
り
が
た
く
、

た
と
え
だ
め
で
も
話
す
だ
け
で
気
が
楽
に
な
る
か
ら
。

ウ　

ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
が
、
だ
れ
か
に
話
す
こ
と
で
気
持
ち
が
楽
に
な
り
、

悩
み
を
共
有
で
き
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
か
ら
。

エ　

だ
れ
か
に
話
す
こ
と
で
、
自
分
が
し
て
し
ま
っ
た
悪
事
の
罪
の
意
識
か
ら
解
放
さ
れ
、
お
じ
い

ち
ゃ
ん
に
申
し
訳
な
い
と
い
う
思
い
を
聞
い
て
も
ら
え
る
か
ら
。

問
八　

傍
線
部
⑧
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
そ
う
い
う
人
だ
。
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
本
当
の
こ
と
を
言
う
気

に
は
な
れ
な
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。「
そ
う
い
う
人
」「
本
当
の

こ
と
」
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
九
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
九　

こ
の
話
は
途
中
で
、
時
間
の
変
化
に
伴
う
場
面
の
移
動
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
空
欄
１
と
２
に
あ

て
は
ま
る
時
期
を
表
す
言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
た
字
数
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

　

現
在　

→　
　　

１　
　 （
二
十
五
字
以
内
）
→　
　　

２　
　 （
五
字
以
内
）
→　

現
在
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問
十　

こ
の
文
章
の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア　

会
話
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
各
自
が
自
分
の
気
持
ち
を
自
分
で
話
し
て
い
る
の
で
、

想
像
で
は
な
く
事
実
と
し
て
話
が
展
開
し
て
い
る
。

イ　
「
僕
」
の
視
点
か
ら
登
場
人
物
が
描
写
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、

「
僕
」
の
登
場
人
物
へ
の
心
情
も
読
み
取
れ
る
。

ウ　
「
僕
」
が
し
で
か
し
た
失
敗
を
い
か
に
ご
ま
か
す
か
が
話
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
読
者
は

自
分
の
経
験
と
重
ね
て
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

エ　
「
水
谷
く
ん
」
の
小
学
生
離
れ
し
た
超
人
ぶ
り
が
話
の
中
心
で
あ
り
、
小
学
生
と
し
て
の
理
想
の

リ
ー
ダ
ー
像
を
読
者
に
提
示
し
て
い
る
。

オ　

―
―
や
…
…
で
、「
僕
」
が
動
揺
す
る
様
子
や
は
っ
き
り
言
葉
に
で
き
な
い
思
い
を
表
現
す
る
な

ど
、「
僕
」
の
心
情
や
状
況
を
巧
み
に
記
述
し
て
い
る
。

（
問
題
は
以
上
で
す
。）



受
験
番
号

氏
名

二
〇
二
三
年
度
　
入
試
Ⅱ
・
帰
国
生
入
試
Ⅱ　

国
語
解
答
用
紙

一

問
一

能
力

問
二

②

④

問
三

問
四

～

問
五

問
六

問
七

問
八

問
九

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

二

問
一

問
二

問
三

問
四

問
五

～

問
六

問
七

問
八

問
九

１２

問
十

能
力

道

具

の

使

用

に

よ

っ

て

自

ら

周

囲

の

環

境

を

変

え

る

火

を

使

用

す

る

　
　
　
　
　
　

ア　
　
　

ウ

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

道

具

に

な

る

こ

と

。

ま

ず

、

石

や
　

て

い

ま

す　

。

ア
ク
セ
サ
リ
ー

絵
画

　
　
　
　

大
き
く
て
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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 3～ 15 ページにあります。

３．答えはすべて解答用紙に書きなさい。

４．�解答用紙の裏面には答えを書かないこと。
　　書いても採点しません。

　　　　　　　2023 年度

入試Ⅱ

理　科

試験時間　40 分
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１　鮭について，次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

鮭は何と読むでしょうか。サケ？シャケ？�結論から言うとどちらも正しいです。も

ともとはサケと読んでいたものが，転じてシャケと広く読まれるようになったようです

が，由来は諸説あり，はっきりしません。

あなたの食べている鮭弁当は，本当に鮭弁当？�実は，鮭弁当の多くは，正しくはサー

モントラウト（トラウトサーモン）弁当です。サーモントラウトって何？�サーモンと

ちがうの？

サケは学術的にはシロザケを指しますが，ベニザケ，ギンザケ，キングサーモン（日

本ではマスノスケ）などもふくめてサケとよんでいます。サケは川で生まれて海に下り，

数年かけて大きくなった個体が⒜生まれた川にもどってきて産卵し，一生を終えます。

英語でトラウトとは，日本ではマスのことを指します。こちらは基本的に淡
たん

水
すい

魚で，

サクラマスやサツキマス，ニジマスなどがあります。天然ものは多くなく，養
よう

殖
しょく

された

個体が広く流通しています。

サーモントラウトは，一般にニジマスを海面養殖したもので，生で食べられるサーモ

ンの特長と，味がこいトラウトの特長を合わせもつ魚です。英語でサーモンとは，本来

はサケを指します。しかし，日本ではサーモントラウトのことを単にサーモンとよび，

サケと区別している場合があります。すしやさしみなどの生食用でサーモンといった

ら，実はほとんどがサーモントラウトなのです。

一
いっ

般
ぱん

に，淡水魚は生で食べることはできませんが，これは淡水魚にはヒトに害をおよ

ぼす� 　　①　　�が海水魚と比べて多いためです。養殖された淡水魚は，えさや飼育環境が

管理されているため，生で食べられるものもあります。

消費者庁は，2013 年 12 月にメニュー表示にまつわるガイドラインを示し，サーモント

ラウトを「鮭」や「サーモン」として表示することについて，景品表示法上問題である

としましたが，その後もこのような表示は続いています。

問１　文章中の下線部⒜について，川で生まれた魚が海に出て回遊したのち，生まれた

川にもどってくることを何と言いますか。漢字 4字で答えなさい。
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問２　時知らずとよばれるサケが流通することがあります。一般のサケ漁が行われる時

期とはちがう季節にとれることから，このようによばれています。時知らずがとれる

時期はいつですか。次のア～エから 1つ選び，記号で答えなさい。

ア　2 ～ 4 月　　　イ　5～ 7月　　　ウ　8～ 10 月　　　エ　11 ～ 1 月

問３　文章中の空らん�　　①　　�に入る語を答えなさい。

問４　サケ・サーモンと同じように正しい商品名で売られていないことが多い例とし

て，カラフト�　　②　　�（英名：カペリン）があります。単に�　　②　　�と表記されている

ことが多いですが，正しくは別の種類の魚です。本来の� 　　②　　�には，あえて区別す

るために「本� 　　②　　�」と表記されることもあります。この� 　　②　　�にあてはまる魚

を答えなさい。

　�　魚の分類に，赤身魚と白身魚があります。魚の体内にミオグロビンという赤いたん

ぱく質が多くふくまれているのが赤身魚で，ミオグロビンは血液中の酸素を運ぶ役割

をします。⒝マグロには，ミオグロビンが特に多くふくまれていますが，多くふくま

れるほど筋力が強くなるわけではありません。

　�　サケの身は白というより赤に近いですが，赤身魚ではなく白身魚に分類されます。

赤いたんぱく質はミオグロビンではなく，アスタキサンチンによるもので，� 　　③　　�

などの甲
こう

殻
かく

類
るい

にふくまれる色素と同じものです。

問５　文章中の下線部⒝について，マグロなどの赤身魚が海を泳ぐ能力について，ヒラ

メなどの白身魚とのちがいがわかるように書きなさい。

問６　文章中の空らん�　　③　　�に入る生物例を 1つ答えなさい。
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近年価格が高
こう

騰
とう

しているイクラですが，イクラはサケやマスなどの魚卵の総
そう

称
しょう

です。

卵巣を取り出して塩づけにしたものが� 　　④　　�で，卵
らん

巣
そう

膜
まく

を取り除いて 1粒
つぶ

ずつに分け

たものがイクラです。サケやマスの卵ということでしたが，サケとマスでは魚卵のサイ

ズがちがいます。近年，マスコもイクラと名乗って流通しています。サケの魚卵よりも

小さいことが多いのですが，マスコもイクラですので，表示していなくても法令違
い

反
はん

で

はありません。

人工イクラ（人造イクラ）も市場に出回っています。海
かい

藻
そう

などから取り出した成分で

膜をつくり，中に着色した油が入れられています。

問７　文章中の空らん�　　④　　�に入る語を答えなさい。

問８　次の⑴～⑷の魚卵は何の卵ですか。それぞれ下のア～オから選び，記号で答えな

さい。

⑴　数の子　　　⑵　からすみ　　　⑶　キャビア　　　⑷　とびこ

ア　シシャモ　　イ　チョウザメ　　ウ　トビウオ　　　エ　ニシン　　　オ　ボラ

問９　卵巣に対して，精巣を食材として利用することもあります。フグ，タラ，アンコ

ウ，イカなどが有名ですが，この食材を何とよびますか。

問 10　サケは卵からふ化したあと，しばらくえさをとらなくても生きていけます。そ

れはなぜか，説明しなさい。
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２　気象について，次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

私たちは生活の中で天気予報などの気象情報を参考にして生活しています。大気の状

態を知るために気温，湿
しつ

度
ど

，気圧，風向・風速，降水量などを観測します。日本では，�

⒜百葉箱の中に乾
かんしつ

湿計（乾湿球温度計）やアネロイド気圧計などを入れて気象観測が行

われてきました。

また近年では，熱環
かん

境
きょう

や気温，湿度の 3つを取り入れた⒝WBGT（湿球黒球温度）

という指標が熱中症
しょう

を予防することを目的として用いられるようになってきました。日

射を浴びた時に受ける熱や，地面・建物・人体などから出ている熱のことをまとめて

熱環境といいます。WBGT値は屋外で計測する場合と屋内で計測する場合で計算式

が異なります。⒞黒球温度とは黒色に塗
と

装
そう

されたうすい銅板の球（中は空
くう

洞
どう

，直径約

15 cm）の中心の温度です。

屋外：WBGT（℃）＝ 0.2 ×黒球温度（℃）＋ 0.1 ×乾球温度（℃）＋ 0.7 ×湿球温度（℃）

屋内：WBGT（℃）＝ 0.3 ×黒球温度（℃）＋ 0.7 ×湿球温度（℃）

出典：環境省熱中症予防情報サイト（https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_ex.php）
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問１　下線部⒜について，次の問いに答えなさい。

⑴　百葉箱は白色でぬられています。その理由を答えなさい。

⑵　百葉箱の扉
とびら

は 4 方位のどの向きを向いていますか。また，その理由を答えなさい。

問２　下線部⒝について，次の問いに答えなさい。

⑴�　表１は 2011 年の東京における熱中症に関する情報をまとめたものです。表１に

ついて正しく述べている文を，次のア～オからすべて選び，記号で答えなさい。

表１　2011 年の東京における熱中症に関する情報

日付 7 /6 7 /9 7 /18 8 /15

最高気温 32.5�℃ 32.5�℃ 34.8�℃ 33.2�℃

最小湿度 42�％ 56�％ 42�％ 54�％

日射量 24.82 24.07 18.79 21.85

WBGT 26.9�℃ 29.9�℃ 28.6�℃ 30.2�℃

暑さ指数ランク 警
けい

戒
かい

厳重警戒 厳重警戒 厳重警戒

熱中症搬
はん

送
そう

数 50 人 94 人 56 人 100 人

　ア　最高気温が同じであるとき，日射量が大きいほうが熱中症搬送数は多い。

　イ　最高気温が高いほうが，WBGTの値が高くなる。

　ウ　日射量が大きいほうが，WBGTの値が高くなる。

　エ　最小湿度が同じであるとき，最高気温が高いほうがWBGTの値が高くなる。

　オ　最高気温が同じであるとき，最小湿度が高いほうが熱中症搬送数は多い。
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⑵�　次の表２は地点Ａ，Ｂで観測された温度などをまとめたものです。表３の乾湿温

度計の湿度表を参考にして，表２中の空らん①～④にあてはまる値を，小数第 2位

を四捨五入し，小数第 1位まで求めなさい。

表２　地点A，Bでの各温度計の温度

地点A 地点 B

観測場所 屋外 屋内

黒球温度 　　①　　�℃ 34.0�℃

乾球温度 36.0�℃ 34.0�℃

湿度 50.0�% 　　③　　�％

湿球温度 　　②　　�℃ 33.0℃

WBGT 30.2�℃ 　　④　　�℃

表３　乾湿温度計の湿度表

乾球温度計と湿球温度計の示す温度の差〔℃〕

乾
球
温
度
計
の
示
す
温
度
〔
℃
〕

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

38 94 88 82 76 71 66 61 56 51

37 94 87 82 76 70 65 60 55 51

36 94 87 81 76 70 65 60 55 50

35 93 87 81 75 69 64 59 54 49

34 93 87 81 75 69 63 58 53 48

33 93 87 80 74 68 63 57 52 47

32 93 86 80 74 68 62 57 51 46

31 93 86 80 74 67 62 56 51 45

問３　下線部⒞について，黒球温度を観測するときに銅板の球を用いるのは，銅にどの

ような性質があるからですか。答えなさい。
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３　水
すい

溶
よう

液
えき

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。

　ある日，ひろし君は家族で夕食を食べに行きました。ひろし君はハンバーグ定食を食

べ終えましたが，お母さんが食べている牛肉の赤ワイン煮
に

込
こ

みを食べたそうな表情で見

ていました。

お母さん：食べてみる？

ひろし君：食べたいけど，僕は子どもだからお酒を飲めないよ。

お母さん：�赤ワインは材料として使われているけど，煮込むと⒜アルコールがとぶから

食べていいよ。

　疑いの表情を浮かべつつ，ひろし君は一切れ食べました。

ひろし君：本当だ！⒝アルコール消毒のにおいがしない。

　帰る途
とちゅう

中で料理の話題になりました。

お父さん：�赤ワイン以外にも料理に飲料を使うレシピはあるんだよ。例えば肉をコーラ

で煮る料理もあるんだ。

ひろし君：コーラで煮たらシュワシュワした料理になってしまっておいしくなさそう。

お父さん：煮込むとシュワシュワしなくなるよ。

ひろし君：煮込むと性質が変わるのかな？

　ひろし君は自由研究で何をやるか悩んでいました。この日の夕食で学んだことを生か

せるのではないかと思い，いろいろな水溶液でムラサキキャベツを煮込んでみようと思

いました。

実験　食塩水，⒞炭酸水，重そう水でそれぞれムラサキキャベツを煮込み，液体の色が

何色になるかを調べました。全体の量が変わらないように，水を加えながら実験しま

した。

結果　食塩水で煮込んだら� 　　①　　�色に，炭酸水で煮込んだらむらさき色に，重そう水

で煮込んだら�　　②　　�色になりました。
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問１　下線部⒜は何が起こっていますか。あてはまるものを次のア～エから１つ選び，

記号で答えなさい。

ア　アルコールが牛肉と反応して他のものになる。

イ　アルコールが熱によって他のものになる。

ウ　温度が上がるとアルコールに火がついて燃え，他のものになる。

エ　アルコールが液体から気体になって空気中に出ていく。

問２　下線部⒝について，ひろし君は家で使っているアルコール消毒液の濃
こ

さや密度を

調べました。アルコール消毒液の濃さは 70�％で，1 mLあたりの重さは 0.86 g という

ことがわかりました。このアルコール消毒液 100 mLにふくまれているアルコールは

何 gですか。小数第 1位まで答えなさい。ただし，アルコール消毒液にふくまれる

ものは水とアルコールのみとし，濃さの求め方は食塩水と同じです。

問３　下線部⒞について，炭酸水は水に何がとけた水溶液か，答えなさい。

問４　文中の空らん①，②にあてはまる色を，それぞれ次のア～エから 1つ選び，記号

で答えなさい。同じ記号を何度選んでもかまいません。

ア　青　　　イ　むらさき　　　ウ　赤　　　エ　黄
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ひろし君：�炭酸水はムラサキキャベツ液を赤っぽいむらさき色にするけど，炭酸水でム

ラサキキャベツを煮込むとむらさき色になるんだね。

お父さん：煮込んだら色が変わったのは何でだと思う？

ひろし君：�　　　③　　　�。

お母さん：�重そう水はムラサキキャベツ液を� 　　②　　�色にするけど，重そう水でムラサ

キキャベツを煮込んでも� 　　②　　�色になるよね。赤ワインや炭酸水とのちが

いは何だと思う？

ひろし君：�赤ワインは� 　　④　　�が，炭酸水は� 　　⑤　　�が水にとけている。重そう水は�

　　⑥　　�が水にとけている。� 　　⑥　　�がとけている水溶液は煮込んでも性質

が変わらないんだね。

お母さん：今回の実験結果からはそう言えるよね。

問５　文中の空らん③にあてはまる文を書きなさい。

問６　文中の空らん④～⑥にあてはまるものを，固体，液体，気体のうちから答えなさ

い。ただし，とけているものの状態は，室温 20℃のときの状態とします。

問７　炭酸水と同じように，「ムラサキキャベツを水溶液で煮込んだときの色」と「ム

ラサキキャベツ液に水溶液を混ぜたときの色」が異なると考えられるものを，次のア

～オからすべて選び，記号で答えなさい。

ア　アンモニア水　　　イ　塩酸　　　　　ウ　砂糖水

エ　セッケン水　　　　オ　ホウ酸水
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４�　乾
かん

電池にニクロム線，豆電球をつないで実験をしました。使用した乾電池 1個の電

圧は 1.5 V，ニクロム線の太さは均一で長さは 30 cmです。あとの問いに答えなさい。

実験１　図１のように乾電池２個にニクロム線をつなぎました。乾電池の＋極側からの

導
どう

線は，接点Ｘでニクロム線に触
ふ

れるようにします。はじめ，接点Ｘをニクロム線の

左端
はし

Ａに置きました。接点ＸをＡからＢの向きにゆっくり移動させると，ニクロム線

に流れる電流の値が変化しました。AX間と XB間の長さと電流の関係を表１にまと

めました。

図１

表１　AX間およびXB間と電流の関係

AX間 [cm] 0 5 10 15 20

XB 間 [cm] 30 25 20 15 10

電流 [A] 0.10 0.12 0.15 0.20 0.30

問１

⑴　ニクロム線に流れる電流が 0.25 A のとき，AX間の長さは何 cmですか。

⑵�　AX＝ 29 cmとして，ニクロム線に流れる電流の大きさを測定することは危険で

す。その理由を，「大きな電流が流れるので，」に続けて答えなさい。

XB間
30cm

ニクロム線

AX間

A X B
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次の実験から豆電球も使います。実験に使用する豆電球はいずれも同じで，2.7 Ｖよ

りも大きな電圧がかかるとフィラメントが切れるものとします。電圧と電流の関係は表

２に記されています。

表２　豆電球の電圧と電流の関係

電圧 [V] 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

電流 [mA] 0 25 50 70 85 100 110 120 129 138

電圧 [V] 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

電流 [mA] 147 156 165 174 183 192 201 210 219 228

電圧 [V] 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

電流 [mA] 237 246 255 264 273 282 291 300 流れない

実験２　図２のように乾電池 2個にニクロム線，豆電球をつなぎました。実験１と同様

に接点ＸをＡからＢの向きにゆっくり移動させると，AX＝ 5 cmのとき豆電球が点

灯し始め，その後少しずつ明るくなりました。AX＝ 29 cmより大きくなると，豆電

球にかかる電圧が 2.7 V をこえ，フィラメントが切れました。

図２

問２　AX間の長さが 5 cm未満のとき，豆電球が点灯しませんでした。その理由を説

明しなさい。

XB間
30cm

豆電球

AX間

A X B
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実験３　図３のようにニクロム線と豆電球 2個をつなぎました。実験１と同様に接点Ｘ

をＡからＢの向きにゆっくり移動させると，2個の豆電球が同時に点灯し始め，その

後少しずつ明るくなり，同時に消えました。

図３

問３　豆電球が点灯するとき，豆電球にかかる電圧は 0.5 V から 2.7 V までの間です。

このとき，XB間の長さは何 cmから何 cmまでの間かを求めます。次の文中の空ら

ん①～⑧に入る値を答えなさい。

　�　接点Ｘを動かして豆電球にかかる電圧が 0.5 V になる位置で固定します。このとき

１つの豆電球に流れる電流は� 　　①　　�mAで，XB間に流れる電流は� 　　②　　�A，XB

間にかかる電圧は� 　　③　　�V となります。ここでいったん豆電球を忘れてニクロム線

だけを考えます。XB間に 3.0 V の電圧がかかると仮定すると，� 　　④　　�A の電流が流

れるので，表１の結果から XB＝�　　⑤　　�cm と求まります。

　�　次に再び接点Ｘを動かして豆電球にかかる電圧が 2.7 V になる位置で固定します。

このとき，先ほどと同様に考えると XB間に流れる電流は� 　　⑥　　�A です。ここで

XB間に 3.0 V の電圧がかかると仮定すると，� 　　⑦　　�A の電流が流れるので，表１の

結果から XB＝�　　⑧　　�cm と求まります。

　�　したがって，求める XB間の長さは�　　⑤　　�cm から�　　⑧　　�cm までの間です。

XB間
30cm

AX間

A X B
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実験４　図４のようにニクロム線と豆電球 2個（ａ，ｂ）をつなぎ，実験１と同様に接

点ＸをＡからＢの向きにゆっくり移動させました。

図４

問４　接点Ｘの移動中，一方の豆電球のフィラメントが切れました。フィラメントが切

れた豆電球はａ，ｂのどちらですか。理由もあわせて答えなさい。

（問題は以上です。）

XB間
30cm

AX間

A

a

b

X B
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4

母　 川　 回　 帰 イ 寄生虫

シシャモ

休まず長く泳ぎ続けることができる。

エビ 筋子

エ　　　　オ　　　　イ　　　　ウ

お腹にさいのうという袋があり，中の栄養を吸収しているから。

白子

日光を反射させるため。

北 扉を開けたときに直射日光が入らないようにするため。

エ，オ 38.5　　　   27　　　　  93　　　　 33.3

銅板は熱を伝えやすいため。

エ 60.2 二酸化炭素

イ ア

二酸化炭素が空気中に出ていったため。

液体 気体 固体 ア，イ

18

ニクロム線が発熱し，高温になるから。

豆電球に流れる電流が小さいため，可視光線が放出されないから。

100 0.2 2.5 0.24 12.5

0.6 6 0.5

b 豆電球bに流れる電流は，aに流れる電流よりXB間

を流れる電流のぶんだけ大きいから。
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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 2 ～ 15ページにあります。

３．答えはすべて解答用紙に書きなさい。

４． 解答用紙の裏面には答えを書かないこと。
　　書いても採点しません。

　　　　　　　2023年度

入試Ⅱ

社　会

試験時間　40分
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1 �　次の 6つの地図はそれぞれ日本のある部分をあらわしたもので，つづく文Ａ～Ｆは

それぞれの地図中のＡ～Ｆの半島について説明したものです。これらを読んで，あ

との問いに答えなさい。なお，地図の縮尺はそれぞれことなっています。

Ａ　この半島の北側に広がる（　１　）海には，春先になると流氷が流れ着き，この半

島の豊かな生態系をつくりあげてきた。半島全体が①世界自然遺産に登録されてお

り，観光業に力を入れている。

Ｂ　この半島北部に暮らす人々は，②厳しい自然環
かんきょう

境の中でも工夫をして農業を営み，

この地域でとれる木材や漆
うるし

を活用して，伝統工芸品である（　２　）をつくってきた。

近年はこうした豊かな自然環境や伝統的な産業を活かした地域の活性化に力を入れて

いる。

Ｃ　この半島の南側の海岸線は，複雑に入り組んだ（　３　）海岸となっており，波が

おだやかな入り江では③養殖業が営まれてきた。また，温暖な気候や美しい風景を活

かした④リゾート施
し

設
せつ

なども多い。

AA

X島X島
BB

CC

FF

EE

DD
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Ｄ　この半島は，東西約40㎞にわたりのびており，日本で最も細長い半島として知られ

ている。半島の北側の（　４　）海に面した沿岸部には，半島がある島でただ一つの 

⑤原子力発電所があるが，近年は自然エネルギーの活用にも力を入れている。

Ｅ　この半島の南端
たん

の港はマグロなどの水あげが多く，（　５　）漁業の基地として知

られていた。大都市に近いことから，⑥大都市向けの野菜の生産がさかんである。

Ｆ　この半島には，火山を中心に円形の丘
きゅうりょう

陵地が広がっており，半島南側の湾
わん

に面する

（　６　）温泉は，湧
ゆう

出
しゅつ

量日本一の温泉地として知られている。半島東部に⑦空港が

整備されたことで，この地域の産業は大きく変化した。

問１　文Ａ～Ｆ中の空らん（　１　）～（　６　）にあてはまる語句を答えなさい。

問２　Ａ半島の東側にあるＸ島について，次の⑴・⑵の問いに答えなさい。

⑴　この島の名前を解答らんにあうように漢字で答えなさい。

⑵ 　この島について述べた文として内容が正しいものを次の文ア～エから１つ選び，

記号で答えなさい。

　ア　日本の領土の最北端の島である。

　イ　日本と中国との間で島の領有をめぐる争いが続いている。

　ウ　この島では，日本とロシアが共同で天然ガスの開発を進めている。

　エ　この島には，現在，日本人は暮らしていない。

問３　下線部①について，次のア～エのうち，日本の世界自然遺産にふくまれないもの

を１つ選び，記号で答えなさい。

ア　富士山　　　イ　白神山地　　　ウ　西表島　　　エ　小笠原諸島
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問４　下線部②について，次の写真はＢ半島沿岸部にみられる風景です。次の⑴・⑵の

問いに答えなさい。

⑴　このような階段状の農地をなんというか，漢字２文字で答えなさい。

⑵ 　この地域の農業について述べた次の文ア～エのうち，内容が正しいものを１つ選

び，記号で答えなさい。

　ア　地すべりによって農地が崩れるのを防ぐため，農地を細かく区切っている。

　イ　標高にそって農地がつくられていため，機械での耕作がしやすい。

　ウ　湿
しつ

潤
じゅん

な気候のため，雨水のみで田に水をはることができる。

　エ　温暖な気候を利用し，米と麦の二毛作が行われている。
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問５　下線部③について，次の円グラフＡ～Ｃは，かき類，のり類，ほたてがいのうち

いずれかの養殖業収かく量における全国にしめる都道府県の割合をあらわしたもので

す。グラフ中のあ～うにあてはまる都道府県名を漢字で答えなさい。

   

 

（『日本国勢図会2022/2023』より作成）

あ
54%

A

C

B

北海道
41%

その他
5% その他

18%

岡山
10%

宮城
12%

い
60%

福岡
17%

兵庫
22%

う
26%その他

35%
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問６　下線部④について，このようなリゾート施設は，2020年以降，新型コロナウイル

スの流行の影響で利用者が減少しました。こうしたリゾート施設では，ネットワーク

設備などを整備し，ワーケーション目的の利用者を増やす工夫を進めている施設もあ

ります。ワーケーションとは何か，簡単に説明しなさい。

問７　下線部⑤について，次の地形図はＤ半島の一部の地域をあらわしたものです。こ

の地域では，どのような場所でどのような自然エネルギーの活用がおこなわれている

のか，地形図から読み取って答えなさい。

（「国土地理院 電子地形図25000」より作成）
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問８　下線部⑥について，次のグラフは，Ｅ半島で生産がさかんな野菜の，東京都中央

卸売市場への出荷量の上位４県について，2021年の月別出荷量をあらわしたものです。

（東京都中央卸売市場統計情報より作成）

⑴　この野菜にあてはまるものを次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

　ア　キャベツ　　　イ　だいこん　　　ウ　たまねぎ　　　エ　ピーマン

⑵ 　グラフのカ～クには，Ｅ半島の県，北海道，青森県のいずれかがあてはまります。

Ｅ半島の県にあてはまるものを１つ選び，記号で答えなさい。

問９　下線部⑦について，この地域の空港と地域産業について述べた次の文ア～エのう

ち，内容が適切ではないものを１つ選び，記号で答えなさい。

ア　県内でとれたサバやアジなどの大都市への出荷量が増加した。

イ　空港付近に工業団地ができ，国内や東アジア向けの機械部品の生産が増加した。

ウ　空港付近に自動車工場ができ，東南アジア向けの自動車生産が増加した。

エ　日本国内から飛行機を利用して県内の温泉地などを訪れる観光客が増加した。

（トン） 9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 １２月

千葉 カ キ ク
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２　次の文章を読んで，あとの問いに答えなさい。

日本や世界を二分する大きな戦いは，さまざまな原因でたびたび起こりました。そし

て，戦いが終わったあとで安定した政権や長い平和な時代を築けるかどうかは，戦後処

理とよばれる戦争の後始末にかかっていたといえるのではないでしょうか。

15世紀後半，室町幕府の８代将軍（　１　）のあとつぎ問題と，有力守護大名のあと

つぎ問題，そして管領細川勝元と山名宗全との争いなどが原因となって，応仁の乱がお

きました。有力守護大名が京都の東西に分かれ，11年におよぶ戦いをくり広げました。

この戦いは，乱の中心人物があいついでなくなり，あとつぎ問題を解決することなく，

うやむやに終わりました。①京都に住んでいた守護大名が領国に下り，力をつけた地元

の有力者とはげしく争い，実力のある者が領国の支配を目指す戦国時代へとうつってい

きました。

16世紀末，豊臣秀吉がなくなったのち，徳川家康を中心とする東軍と，石田三成を中

心とする西軍による関ヶ原の戦いがおきました。この戦いに勝利をおさめた徳川家康

は，西軍に属した多くの大名からとりあげた領地を，家臣や東軍に味方した大名にあた

えました。また，1603年に江戸幕府を開き，２年後には将軍職をむすこの（　２　）に

ゆずりました。江戸幕府は，大阪の陣で豊臣氏をほろぼし，②大名や朝廷などを支配下

におくことで，200年以上にわたって戦乱のない時代を築きました。

江戸時代の終わりには，天皇を中心とする政府の建設を目指す薩
さつ

摩
ま

・長州などの勢力

と，幕府を中心とする支配の維
い

持
じ

を目指す勢力とが争い，戊
ぼ

辰
しん

戦争とよばれる内乱とな

りました。この戦いに勝利した新政府は，③さまざまな政策に反対する人々の動きをお

さえながら西洋をモデルにした近代化政策をすすめていきました。

明治時代の後半になると，日本は外国と戦争をしました。日清戦争では（　３　）条

約を，日露戦争では④ポーツマス条約を結びました。清とロシアをくだした日本は，東

アジアの国際関係の中で優位に立ち，韓
かん

国
こく

併
へい

合
ごう

をおこないました。

1914年に始まった第一次世界大戦は，これまでの戦争と大きくちがうものでした。長

く続いた戦争で，戦車などの新兵器が登場し，飛行機による攻
こう

撃
げき

はいままで戦争にまき

こまれなかった一
いつ

般
ぱん

民衆に大きな被
ひ

害
がい

をもたらしました。また，ヨーロッパを中心とす

る戦争に，アジアやアフリカにある植民地の人々も送りこまれ，世界規模の戦いへと拡

大しました。そのため，第一次世界大戦を終えたあとの世界をどうするのかを，ヨー

ロッパやアメリカ合衆国は世界中に向けて提案する必要が出てきました。アメリカ合衆



― 8 ― ― 9 ―

国大統領の（　４　）は，植民地の問題を公正に処理することや，平和のための国際機

関の設立などを提案しました。1919年にパリで（　５　）条約が結ばれると，敗戦国ド

イツやオーストリアなどの支配下にあった東ヨーロッパで多くの独立国が誕生するとと

もに，国際連盟が創設されました。⑤日本も，世界でおきたさまざまな問題に，世界

の国々と協力してとりくみ，二度と大きな戦争がおきないように努めました。しかし， 

⑥国際連盟がうまく機能しなかったこともあり，世界は再び戦争の道へと進みました。

第二次世界大戦は，第一次世界大戦以上に世界各地に大きな被害をもたらしました。

そこで，国際連盟にかわる新しい国際機関として国際連合が誕生し，アメリカ合衆国や

ソ連などの五大国が中心となって世界平和を実現しようとしました。しかし，アメリカ

合衆国とソ連による冷戦がはげしくなると，国際連合もうまく機能しなくなり，世界各

地でおきる戦争をおさえることが難しくなりました。

戦後の日本は，ＧＨＱの占
せん

領
りょう

下で民主化政策を受け入れ，1951年にサンフランシスコ

平和条約を結んで国際社会に復帰しました。その後，日本で戦後処理として大きな課題

となったのが，⑦アメリカ合衆国が統治する地域の日本復帰と，日本が植民地支配をお

こなった国々との国交回復や補
ほ

償
しょう

問題でした。たとえば，冷戦の中で東アジアの安定を

求めたアメリカ合衆国の働きかけにより，1965年には大韓民国と，そして1972年には 

（　６　）と国交を回復しました。しかし，植民地支配や補償の問題などをめぐり，た

びたび国家関係が悪化します。このように，戦後処理とよばれる戦争の後始末の影響は，

何世代にもわたるので，私たちは日本や世界の隣
りん

人
じん

と話し合い，ねばり強くすすめてい

く必要があるのです。

問１　文中の空らん（　１　）から（　６　）にあてはまる語句を，それぞれ答えなさ

い。ただし，（　１　）（　２　）（　３　）（　６　）は漢字で答えなさい。

問２　下線部①のころの社会のようすについて説明した文として正しいものを，次の文

ア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア　戦乱をさけた貴族たちが，地方に京都の文化を広めた。

イ　臨済宗や曹洞宗の信者たちが，各地で一向一揆をおこした。

ウ　堺や博多では，惣とよばれる組織を中心に自治がおこなわれた。

エ　株仲間が解散においこまれ，商業を自由におこなえるようになった。
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問３　下線部②について，1615年に江戸幕府が大名を従わせるために定めた法令の名前

を，漢字で答えなさい。　

問４　下線部③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

あうように答えなさい。

ア　イギリス流の立憲政治を目指し，大隈重信が立憲改進党を結成した。

イ　政府に不満のある士族を集め，西郷隆盛が西南戦争をおこした。

ウ　借金返済の延期などを求め，秩
ちち

父
ぶ

の農民が秩父事件をおこした。

エ　自由民権運動をすすめるため，板垣退助が高知で立志社を設立した。

問５　下線部④の条約で日本に割
かつ

譲
じよう

された地域を，次の地図中ア～エから１つ選び，記

号で答えなさい。

問６　下線部⑤について，次ページの史料１・２は，世界各国が二度と大きな戦争をお

こさないよう，1920年代に結んだ条約の一部で，日本もこれらの条約に調印していま

す。これらの条約の内容を説明した文Ａ～Ｃの正誤について述べた文として正しいも

のをあとのア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

エエ

ウウ

アア

イイ
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　史料１

第四条 　各締
てい

約
やく

国の主力艦
かん

合計換
かん

算
さん

トン数は基準排
はい

水
すい

量において合衆国52万５千

トン……，イギリス帝国52万５千トン……，フランス17万５千トン……，

イタリア17万５千トン……，日本31万５千トン……を超
こ

えることができな

い。

第五条 　基準排水量３万５千トン……を超える主力艦はいずれの締約国もこれを

取得し，またはこれを建造し，建造させ，もしくはその法域内においてこ

れの建造をゆるしてはならない。
（歴史学研究会編『世界史史料』10より）

史料２

第一条 　締約国は，国際紛
ふん

争
そう

解決のために戦争にうったえることを非難し，かつ，

その相
そう

互
ご

の関係において国家政策の手段として戦争を放棄することを，（そ

のおのおのの人民の名において）厳
げん

粛
しゆく

に宣言する。

第二条 　締約国は，相互間に発生する紛争または衝
しよう

突
とつ

の処理または解決を，その

性質または原因の如
いか ん

何を問わず，平和的手段以外で求めないことを約束す

る。
（歴史学研究会編『世界史史料』10より）

Ａ　日本の海軍の軍事力は，アメリカやイギリスよりもおさえられている。

Ｂ　主力艦は，条約を締結した他国に依
い

頼
らい

して新しく建造することが認められている。

Ｃ　軍事力ではなく，平和的な手段で国際紛争を解決することが求められている。

ア　Ａが明らかにあやまっている。

イ　Ｂが明らかにあやまっている。

ウ　Ｃが明らかにあやまっている。

エ　すべて正しい。

問７　下線部⑥について，国際連盟がうまく機能しなかった理由を，３つあげなさい。

問８　下線部⑦について，1972年に日本に復帰した地域の名前と，復帰時の内閣総理大

臣の名前を，それぞれ漢字で答えなさい。
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３　次の先生と生徒の会話文を読み，あとの問いに答えなさい。

海くん　 昨年の７月に行われた参議院議員通常選挙の後のニュースで，「岸田政権は

『黄金の３年（間）』を迎
むか

えた」と言っていましたが，「黄金の３年（間）」っ

てどういうことなのですか？

先　生　 表１を見ると分かるんじゃないかな？　与
よ

党
とう

が  　　　　　 Ａ　　　 　　 こと

になり，与党の政策を実現させやすい状
じょう

況
きょう

であるのにくわえ，岸田首相が 

　　　　　 Ｂ 　　　　　 しないかぎり，今後３年は全国規模の国政選挙がな

いので，選挙への影響を気にせず政権を運営できる，ということだよ。とこ

ろで，この選挙ではどのようなことが争点になっていたかな？

参議院（令和４年８月現在） 衆議院（令和４年８月現在）
会派名 人数 会派名 人数

自由民主党 118人 自由民主党 261人
立憲民主党・社民党 40人 立憲民主党・無所属 97人
公明党 27人 日本維新の会 41人
日本維

い
新の会 21人 公明党 32人

国民民主党・新緑風会 12人 国民民主党・無所属クラブ 11人
日本共産党 11人 日本共産党 10人
その他 11人 その他 8人
無所属 8人 無所属・欠員 5人
合計 248人 合計 465人

　表１　会派名および会派別所属議員数

（衆議院，参議院のホームページより作成）

陽くん　 ①ロシアのウクライナ侵
しん

攻
こう

の影響をうけた物価高
こう

騰
とう

への対応や，新型コロナ

ウイルス感染症
しょう

対策などですよね？

先　生　 図１を見てみようか。この図は選挙前に行われた世論調査のデータで，②国

民は参院選で最も重視する政策を「景気や物価高対策」と考えていて，その

次が③「年金など社会保障」となっているね。新型コロナウイルス感染症対

策については，感染者数が少し落ち着いていた時期だったから，重視する人

が少なかったんだろうね。また，④憲法改正の数値が低いのは，「この中か

らどれか１つを選んでください」という聞き方だから，優先順位としては低

くなってしまったということなんだろうね。
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図１　参院選で最も重視する政策

（読売新聞社による世論調査より）

陽くん　 物価高騰や安全保障はニュースや新聞で話題になっていましたが，社会保障

についてはあまり話題になっていなかったので，意外な感じがしました。

先　生　 年金の話などは遠い未来の話だから関係ないと君たちは思うかもしれないけ

れど，君たちにこそよく考えて欲しいんだ。表２を見てごらん。

年度 高齢者関係 児童・家族関係 給付費総額
1975年度 3.9 0.7 11.8
2019年度 82.0 9.5 123.9

　　　　　　　　　　　　 　表２　社会保障給付費の推移  （単位：兆円）

（国立社会保障・人口問題研究所ホームページより）

　　　　 これは1975年度と2019年度の社会保障給付費を比
ひ

較
かく

したものなんだ。高
こう

齢
れい

者

関係の給付費が大きく増えているし，2019年度は給付費総額の３分の２を高

齢者関係の給付が占
し

めている。少子高齢化はさらに進むと考えられているか

ら，この数値はもっと大きくなるだろうね。

海くん　社会保障に対する国民の関心が高い理由が分かった気がします。

先　生　 社会保障の問題はすぐに解決できることじゃないから，君たちが大人になっ

た時にどんな世の中にしたいのか，今のうちから考えておく必要があるん

じゃないかな？　⑤選挙権年齢が18歳に引き下げられたのは，若い世代がよ

り早く選挙権を持つことで，社会の担
にな

い手であるという意識を持ち，主体的

に政治にかかわって欲しいということでもあるんだよ。友だちやお家の人と

も話をしてみたら？　世代によって考え方が違うことも分かると思うよ。

陽くん　わかりました。帰省した時に話をしてみます。ありがとうございました。

景気や物価高対策
年金など社会保障
外交や安全保障
教育や子育て支援

憲法改正
原発などエネルギー政策
新型コロナウイルス対策

37%
20%                    　

14%                            　
9 %                                   　

6 %                                       　
5 %                                         　

2 %                                            　
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問１　会話中の空らん 　　　 Ａ　 　　 ・ 　　　 Ｂ　 　　 にあてはまる文章を答えなさい。

問２　下線部①について，国際連合に関する次の⑴・⑵の問いに答えなさい。

⑴　現在の国際連合事務総長の名前を答えなさい。

⑵ 　次の文は，国際連合がロシアのウクライナ侵攻に対して有効な手立てを打つこと

ができていない理由を説明したものです。文中の空らん（　Ｃ　）・（　Ｄ　）にあ

てはまる語句をそれぞれ漢字で答えなさい。

国際連合の主要機関の１つである（　Ｃ　）は，ロシアによるウクライナへの

侵攻を非難し，即時撤
てっ

退
たい

を求める決議案の採決を行ったが，常任理事国のロシ

アが（　Ｄ　）を行使したために不採択となり，法的拘
こうそく

束力をもった制裁措
そ

置
ち

を実
じつ

施
し

することができないから。

問３　下線部②について，なぜ国民は今回の参議院選挙では景気や物価高対策を重視し

たのか，次の表３を参考にして答えなさい。

品目 2021年 6 月 2022年 6 月 上昇率

ガソリン ＊１ 153円 170円 11.1％

電気代 ＊２ 12,867円 15,668円 21.8％

小麦粉 ＊３ 264円 307円 16.3％

月間現金給与額 ＊４ 623,223円 646,136円  3.7％

表３　東京都の物価・賃金の推移

（物価はe-Stat（統計でみる日本），給与額は東京都の統計より作成）

＊１ …  東京都区部の１リットルあたりレギュラーガソリン価格（セルフサービス式を除く）
＊２ … 東京都区部の１か月の電気代（従量電灯，50アンペア，441kWh）
＊３ … １kgの袋入り薄力粉１袋（「日清フラワー チャック付」）の価格 
＊４ …  事業所規模５人以上の全事業所から産業別・規模別に無作為に抽出・調査した平均値 
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問４　下線部③について，日本国憲法の第25条で定められている，健康で文化的な最低

限度の生活を営む権利を何というか，漢字で答えなさい。

問５　下線部④について，国会が憲法改正の発議をするのに必要な条件を答えなさい。

問６　下線部⑤について，選挙権年齢の引き下げによって若者世代の有権者を増やし

て，政治参加をうながしている背景の１つに，近年，若者の意見が国政に反映されに

くいという問題があります。このような問題がおきている原因を、次の表４を参考に，

「若者」・「高齢者」という２つの語句を使用して説明しなさい。

1976年（第34回） 2021年（第49回）

有権者数 投票率 有権者数 投票率

10代 － － 231万人 43.2％

20代 2,000万人 63.5％ 1,264万人 36.5％

… … … … …

60代 796万人 84.1％ 1,526万人 71.4％

70代以上 559万人 71.4％ 2,834万人 62.0％

全体 7,769万人 73.5％ 10,744万人 55.9％

　 表４　衆議院議員選挙における世代別有権者数および投票率の推移

（総務省ホームページより作成）

  （問題は以上です。）



受験番号 氏名

2023年度　入試Ⅱ　社会解答用紙

１
問１

１ ２ ３

４ ５ ６

問２ ⑴ 島 ⑵ 問３

問４ ⑴ ⑵

問５ あ い う

問６

問７

問８ ⑴ ⑵ 問９

２
問１

１ ２ ３

４ ５ ６

問２ 問３ 問４ → →　　　→

問５ 問６

問７
• •

•

問８ 地域 内閣総理大臣

３ 問１ Ａ Ｂ

問２ ⑴ ⑵ Ｃ Ｄ

問３

問４ 問５

問６

オホーツク 輪島塗 リアス

瀬戸内 遠洋 別府

国後 ウ ア

棚田 ア

青森県 広島県 佐賀県

リゾート地に滞在しながら，テレワークで仕事をすること。

山地の尾根で風力発電がおこなわれている。

イ カ ウ

足利義政 徳川秀忠 下関

ウィルソン ベルサイユ 中華人民共和国

ア 武家諸法度 エ　　イ　　ア　　ウ

ウ イ

アメリカ合衆国など大国の不参加 全会一致の原則

武力制裁できない

沖縄 佐藤栄作

衆議院・参議院とも過半数の議席をもつ 衆議院を解散

グテーレス 安全保障理事会 拒否権

賃金の上昇率より物価の上昇率が高いため，生活が苦しくなっているから。

生存権 衆議院と参議院でそれぞれ総議員数の3分の2以上の賛成

昔は若者の人数が多かったので，投票率が低くても，若者の投票数が

高齢者の投票数よりも多かったが，今は若者の人数が少ない上に，投

票率も低いため，若者の投票数が高齢者の投票数よりかなり少なくな

っており，若者の意見が政治に反映されにくくなっているから。
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二
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視
聴
型
問
題

試
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時
間

分
60

こ
の
冊
子
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国
語
分
野
の
問
題
で
す
。
理
科
分
野
、
社
会
分
野
に
問
題
冊
子
は
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
っ
し

こ
の
冊
子
に
国
語
分
野
、
理
科
分
野
、
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会
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野
の
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用
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が
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ま
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て
い
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す
。
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意

一
、
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あ
る
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で
開
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よ
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に
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さ
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。
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、
こ
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冊
子
の
総
ペ
ー
ジ
数
は

ペ
ー
ジ
で
す
。
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は
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ペ
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に
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り
ま
す
。

さ
っ
し

4

2

4

三
、
答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
き
な
さ
い
。
解
答
欄
以
外
に
書
い
て
も
採
点
し
ま
せ
ん
。

ら
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
1

問

ア

署
名

イ

復
刻

ウ

創
作

エ

新
調

1
問

ア

快
活

イ

綿
密

ウ

明
解

エ

習
得

2
問

ア

け
り
を
つ
け
る

イ

片
棒
を
か
つ
ぐ

ウ

水
を
向
け
る

エ

業
を
煮
や
す

に

3
問

ア

舌
を
巻
く

イ

し
び
れ
を
切
ら
す

ウ

火
の
消
え
た
よ
う

エ

浮
き
足
立
つ

う

4
問

ア

拡
散
す
る

イ

精
進
す
る

ウ

検
討
す
る

エ

提
唱
す
る

5

問
題
2

ア

日
本
は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
や
ジ
ョ
ー
ジ
ア
で
お
金
を
作
る
技
術
を
教
え
て
い
る
。

イ

日
本
の
貨
幣
を
二
〇
〇
七
年
以
降
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
や
ジ
ョ
ー
ジ
ア
で
も
製
造
し
て
い
る
。

か

へ
い

ウ

日
本
の
造
幣
局
は
海
外
の
記
念
貨
幣
や
一
般
流
通
貨
幣
を
作
っ
て
い
る
。

ぞ
う
へ
い

い
っ
ぱ
ん

エ

日
本
で
は
電
子
マ
ネ
ー
が
普
及
し
つ
つ
あ
る
が
、
貨
幣
の
製
造
量
は
変
わ
ら
な
い
。

ふ

き
ゅ
う

オ

日
本
の
貨
幣
製
造
の
技
術
は
高
く
、
特
に
偽
造
防
止
技
術
の
評
価
は
高
い
。

ぎ

ぞ
う
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問
題
3

問
題
4

（
問
題
に
関
す
る
記
載
な
し
）

問
題
5

（
問
題
に
関
す
る
記
載
な
し
）

問
題
6

（
問
題
に
関
す
る
記
載
な
し
）
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問
題
7

ア

新
聞
を
読
む
と
新
し
い
情
報
が
手
に
入
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
、
新
聞
は
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ

新
聞
を
読
む
こ
と
で
情
報
感
度
が
あ
が
り
、
社
会
で
起
こ
っ
て
い
る
事
件
や
出
来
事
に
つ
い
て
の
話
が
で
き
る
。

ウ

新
聞
を
読
ん
で
い
る
人
は
情
報
感
度
が
上
が
る
が
、
読
ん
で
い
な
い
人
と
の
会
話
は
日
常
的
で
平
凡
な
話
題
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。

エ

日
頃
の
会
話
が
社
会
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
以
外
の
話
題
ば
か
り
だ
と
会
話
が
続
か
な
い
上
に
親
密
な
関
係
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

オ

正
確
な
判
断
を
す
る
に
は
た
く
さ
ん
の
情
報
量
が
必
要
で
、
そ
の
た
め
に
も
新
聞
を
読
む
習
慣
を
身
に
つ
け
る
べ
き
だ
。

問
題
8

ア

な
る
べ
く
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
使
わ
な
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
選
ぶ
人
が
増
え
て
い
る
の
は
、
翻
訳
家
の
服
部
雄
一
郎
さ
ん
の
勧
め
に
よ
る
。

ほ
ん
や
く

す
す

イ

服
部
雄
一
郎
さ
ん
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
使
わ
な
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
し
た
き
っ
か
け
は
、
カ
ナ
ダ
人
夫
婦
が
書
い
た
本
を
翻
訳
し
た
こ
と
だ
。

ウ

な
る
べ
く
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
避
け
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
カ
ナ
ダ
を
中
心
と
し
て
広
が
り
、
日
本
を
は
じ
め
多
く
の
国
で
広
が
り
つ
つ
あ
る
。

さ

エ

楽
し
み
つ
つ
我
慢
せ
ず
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
減
ら
せ
ば
、
結
果
的
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
ゼ
ロ
に
で
き
、「
脱
・
プ
ラ
社
会
」
へ
と
必
ず
つ
な
が
る
。

が

ま
ん

問
題
9

セ
ル
フ
レ
ジ
に
つ
い
て
、
あ
な
た
が
考
え
る
問
題
点
を
あ
げ
、
そ
の
解
決
方
法
を
含
め
て

字
か
ら

字
で
答
え
な
さ
い
。

120

160
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二
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入
試
Ⅱ 

視
聴
型
問
題
（
国
語
分
野
） 

解
答
用
紙 

   

 

   

          

   

問
題
1 
問
1 

イ 

問
2 

ア 

問
3 

エ 

問
4 

ウ 

問
5 

イ 

問
題
2 

ア 
×

 

イ 
×

 

ウ 

○ 

エ 
×

 

オ 

○ 

 

問
題
3 

単 日 

な ご 
料 ろ 
理 料 

を 理 

作 を 

っ し 

て な 

も い 

ら お 

う 父 

こ さ 

と ん 

。 に 

 簡 

問
題
4 

整 

理 

券 

を 

総 
合 

案 

内 

所 

に 

も 

ら 

い 

に 

行 

く 

。 
 

 
 

問
題
5 

私 

に 

似 

合 

わ 

な 
い 
と 

思 

う 

ん 

だ 

け 

れ 

ど 

。 
 

 
 

 

    

問
題
6 

問
5 

問
4 

問
3 

問
2 

問
1 

三
年
生
中
心
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー
チ
ー
ム 

公
式
戦
用
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム 

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー 

南
中
学
校
正
門
前 

10
時 

 

   

問
題
7 

ア 
×

 

イ 

○ 

ウ 

○ 

エ 
×

 

オ 

○ 

              

問
題
9 
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              省  

              略  

              )  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

問
題
8 

イ 
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氏
名 

 



2023 年度 入試Ⅱ 視聴型問題（理科分野） 解答用紙 

受験番号        氏名  

 
視聴型問題（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。メモは採点対象にはなりません。 

 

第 1 問 

問 1 問 2  

問 3 

 

問 4 

 

問 5 

 

 

第 2 問 

問 1 

問 2 問 3 問 4  
L  

問 5 ⑴ 
1 L のメタンが完全燃焼すると， 

二酸化炭素は（  ）L 発生します。 
⑵ 

一方，1 L のプロパンが完全燃焼すると， 

二酸化炭素は（  ）L 発生します。 

 ⑶ メタン：プロパン＝  ： ０  

問 6 ⑴ 
1 L のメタンを燃焼させて水を沸かすと， 

1 L の水を（ ）℃上げることができます。 
⑵ 

同様に，1 L のプロパンを燃焼させると， 

1 L の水を（  ）℃上げることができます。 

 ⑶  
倍  

 

2023 年度 入試Ⅱ 視聴型問題（社会分野） 解答用紙 

受験番号        氏名  

 

視聴型問題（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。メモは採点対象にはなりません。 

 

問 1 ⑴  

 
⑵ 

・ 

 ・ 

 ⑶ a b c  

問 2 

⑴ 

 

 

⑵ 

 

問 3 ⑴ a b c d 

 

⑵ 

 

 

⑶ 
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理由 

2023 年度 入試Ⅲ 算数解答用紙 

受験番号        氏名  

 

 

 

 

１ 
(1) 

(あ) 
 

(い) 
 (2)  

ページ 

 
(3) 

(う) 

番目  

(え)  

 
(4) 

(お) 

個  

(か) 
 

 

 

２ 
(1) 

 

cm 
(2) 

 

cm 

 
(3) 

長さ 

cm 

面積 

cm2 

 

 

３ 
(1) 

(ア) 
 

(イ) 
 (2) 

(ウ) 
 

(エ) 
 

 
 

(オ) 

 

(3) 

 

 

 
 

 

 

４ 
(1) 

 

cm 
(2) 

 

cm2 
(3) 

 

cm2 

 
(4) 

 

cm2 
(5) 

 

cm2 
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二
〇
二
三
年
度 

 
 

 
   

入
試
Ⅲ 

 

 
国 

語 
   

 

試
験
時
間
60
分 

 
 

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
16
ペ
ｰ
ジ
で
す
︒ 

 
 

問
題
は
3
～
15
ペ
ｰ
ジ
に
あ
り
ま
す
︒ 

 

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

ん

以
外
に

書
い
て
も
採
点
し
ま
せ
ん
︒ 

 

四
︑
字
数
を
指
示
し
て
い
る
問
題
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
︒ 

 

 

ひ
と
の
話
を
き
く
︑
と
い
う
の
は
い
い
こ
と
だ
︒
ど
ん
な
人
と
話
を
し
て
も
︑
か
な
ら
ず
勉
強
に
な
る
︒
人

生
や
社
会
に
つ
い
て
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
ゆ
く
た
め
に
も
︑
た
く
さ
ん
の
人
の
話
を
き
く
こ
と
が
の
ぞ
ま
し

い
︒ 

 

し
か
し
︑ひ
と
の
話
を
き
く
と
い
う
の
は
︑レ
コ
ｰ
ド
や
テ
ｰ
プ
を
機
械
に
か
け
て
そ
の
音
声
を
き
く
︑

と
い
う
こ
と
と
は
ち
が
う
の
で
あ
る
︒
レ
コ
ｰ
ド
や
テ
ｰ
プ
は
︑
ス
イ
ｯ
チ
を
い
れ
さ
え
す
れ
ば
︑
ひ
と

り
で
に
ス
ピ
ｰ
カ
ｰ
か
ら
音
が
流
れ
て
く
る
︒
し
か
し
︑
①

生
ま
身
の
人
間
の
話
は
︑
ス
イ
ｯ
チ
を
い
れ

た
か
ら
き
こ
え
て
く
る
︑
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
こ
こ
に
︑
バ
ン
グ
ラ
デ
ｯ
シ
ｭ
の

民
話
に
つ
い
て
知
り
た
い
︑
と
い
う
人
が
い
る
と
し
よ
う
︒
そ
し
て
︑
さ
い
わ
い
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て

造
詣

ぞ
う
け
い

の
深
い
学
者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
の
学
者
を
た
ず
ね
て
対
面
す
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た
︑

と
仮
定
し
よ
う
︒
そ
ん
な
と
き
︑
た
だ
黙 だ

ま

っ
て
す
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
そ
の
学
者
が
ぺ
ら
ぺ
ら
と
し
ゃ
べ

っ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
黙
っ
て
す
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
は
︑
相
手
は
︑
た
だ
②

け
げ
ん
そ
う
な

顔
つ
き
で
見
つ
め
︑
し
ば
ら
く
時
が
経
つ
と
︑
な
ん
と
な
く
不
気
味
で
不
愉
快

ふ
ゆ
か
い

な
気
分
に
な
っ
て
し
ま
う

に
ち
が
い
な
い
︒ 

 

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
︒
常
識
で
わ
か
る
こ
と
だ
が
︑
ひ
と
を
訪 た

ず

ね
た
ら
︑
こ
ち
ら
か
ら
口
を
ひ
ら
き

問
い
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
問
い
が
あ
っ
て
︑
は
じ
め
て
答
え
が
得
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
話、を
き
く
、
、
、と

い
う
こ
と
は
問、う
と
い
う
こ
と

、
、
、
、
、
、な
の
で
あ
る
︒問
い
が
な
け
れ
ば
︑な
に
ご
と
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
︒

そ
し
て
︑
問
い
と
答
え
の
連
続
に
よ
っ
て
会
話、、と
い
う
も
の
が
進
行
す
る
︒
ひ
と
を
た
ず
ね
て
取
材
す
る

能
力
は
︑
べ
つ
な
こ
と
ば
で
い
え
ば
問
う
能
力
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒ 

 

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
問
い
か
た
の
じ
ょ
う
ず
へ
た
が
取
材
の
優
劣
を
き
め
る
︒
か
つ
て
︑
梅
棹
忠
夫

氏
は
問
い
と
答
え
と
い
う
も
の
は
︑
鐘 か

ね

と
撞
木

し
ゅ
も
く

の
よ
う
な
も
の
だ
︑
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
︒
鐘
の
鳴

り
よ
う
は
︑
ど
ん
な
ふ
う
に
撞
木
が
そ
れ
を
打
つ
か
に
よ
っ
て
き
ま
る
︒
腰
の
さ
だ
ま
ら
な
い
︑
へ
た
な

人
が
よ
ろ
よ
ろ
と
撞
木
を
鐘
に
あ
て
て
も
︑
鐘
は
弱
く
コ
ロ
ン
と
鳴
る
だ
け
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
し
っ
か

り
し
た
人
物
が
︑
力
を
こ
め
て
打
つ
べ
き
と
こ
ろ
に
ぴ
っ
た
り
と
撞
木
を
打
ち
つ
け
る
な
ら
︑
鐘
は
こ
こ

ろ
よ
い
ひ
び
き
を
朗
々

ろ
う
ろ
う

と
鳴
り
わ
た
ら
せ
る
に
ち
が
い
な
い
︒
た
し
か
に
︑
そ
の
た
と
え
は
正
し
い
︒
取

材
す
る
人
の
問
い
が
へ
た
な
ら
︑
取
材
さ
れ
る
が
わ
か
ら
か
え
っ
て
く
る
答
え
は
な
ん
と
な
く
ぼ
ん
や
り

し
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
そ
れ
と
対
照
的
に
︑
問
い
が
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
︑
的
を
射
た
も
の

で
あ
る
な
ら
︑
す
ば
ら
し
い
答
え
が
か
え
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒
取
材
さ
れ
る
が
わ
が
︑
い
か
に
大
学
者
︑

も
の
知
り
︑
わ
け
知
り
で
あ
ろ
う
と
も
︑
取
材
す
る
が
わ
の
問、う、能
力、、が
貧
困
で
あ
る
な
ら
︑
せ
っ
か
く

面
談
し
て
も
︑
た
い
し
た
収
穫
は
な
い
も
の
な
の
だ
︒
ひ
と
の
話
を
じ
ょ
う
ず
に
き
く
た
め
に
は
︑
よ
き
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問
い
を
発
す
る
能
力
が
必
要
な
の
だ
︒
ひ
と
に
会
い
に
ゆ
け
ば
し
ぜ
ん
に
話
が
き
け
る―

そ
ん
な
か
ん

が
え
か
た
を
も
つ
人
が
い
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
大
き
な
ま
ち
が
い
な
の
で
あ
る
︒ 

 

そ
し
て
︑
③

い
ま
の
日
本
人
︑
と
り
わ
け
若
い
学
生
達
に
欠
落
し
て
い
る
能
力
は
︑
問
う
能
力
だ
︑
と
わ

た
し
は
思
う
︒
日
本
の
大
学
の
教
室
な
ど
と
い
う
の
は
そ
の
貧
困
が
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
場
所
で

あ
っ
て
︑
学
生
た
ち
は
︑
先
生
に
む
か
っ
て
お
よ
そ
問
う
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
︒
た
ま
に
問、う、学
生
が

い
て
も
︑
じ
ょ
う
ず
に
問、う、人
間
は
す
く
な
い
︒ 

 

な
ぜ
な
の
か
︒
そ
れ
は
︑
ま
え
に
も
の
べ
た
よ
う
に
︑
幼
稚
園
か
ら
大
学
に
い
た
る
日
本
の
教
育
制
度

の
な
か
で
︑
知
識
の
伝
達
が
つ
ね
に
一
方
的
で
し
か
も
あ
る
程
度
ま
で
強
制
的
で
あ
る
︑
と
い
う
社
会
的

習
慣
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
先
生
と
い
う
も
の
は
︑
教
室
に
は
い
っ
て
き
て
︑
ノ
ｰ
ト
や
本
を
ひ
ろ
げ
︑

黒
板
に
あ
れ
こ
れ
と
む
ず
か
し
い
こ
と
を
書
き
な
が
ら
ひ
と
り
で
し
ゃ
べ
り
ま
く
り
︑
ベ
ル
が
鳴
る
と
さ

っ
さ
と
教
室
か
ら
出
て
ゆ
く
︒
そ
し
て
学
生
の
ほ
う
は
︑
キ
ツ
ネ
に
つ
ま
ま
れ
た
よ
う
に
︑
き
ょ
と
ん
と

し
て
い
る
︒
日
本
の
学
校
と
い
う
の
は
︑
お
お
む
ね
そ
う
い
う
風
景
を
毎
日
く
り
か
え
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒
大
学
生
た
ち
も
︑
大
学
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
だ
︑
と
思
い
こ
ん
で
い
る
か
ら
︑
先
生
が
一
方
的

に
話
す
の
を
黙
っ
て
き
い
て
い
る
︒質
問
を
す
る
こ
と
な
ん
か
︑こ
れ
っ
ぱ
か
し
も
か
ん
が
え
て
い
な
い
︒ 

 

④
そ
う
い
う
学
生
た
ち
を
相
手
に
し
て
い
る
と
︑
⑤

わ
た
し
は
一
種
の
屈
辱
感

く
つ
じ
ょ
く
か
ん

の
ご
と
き
も
の
を
感

じ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
︒
わ
た
し
の
か
ん
が
え
で
は
︑
お
よ
そ
知
的
探
求
と
い
う
も
の
は
︑
問
い
と

答
え
の
連
続
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
が
ほ
ん
と
う
の
す
が
た
だ
︒
質
問
は
？ 
と
こ
ち
ら
か
ら
わ
ざ

わ
ざ
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
て
も
︑
貝
の
よ
う
に
口
を
閉
じ
た
ま
ま
す
わ
っ
て
い
る
学
生
た
ち―

そ
う
い

う
若
も
の
を
相
手
に
し
て
い
る
と
︑
な
ん
だ
か
︑
じ
ぶ
ん
が
一
種
の
話 わ

芸
師

げ
い
し

の
ご
と
く
に
み
え
て
︑
こ
っ

け
い
な
の
で
あ
る
︒
い
や
︑
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
︑
こ
ん
に
ち
の
学
生
た
ち
は
︑
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
を
つ
け

て
︑
一
方
的
に
話
し
を
き
く
こ
と
に
な
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
︑
学
校
の
先
生
と
い
う
の
も
︑
ほ
う
っ
て

お
け
ば
勝
手
に
し
ゃ
べ
っ
て
く
れ
る
も
の
だ
︑
と
思
い
こ
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ぬ
︒
わ
た
し
に
は
︑
そ

れ
が
我
慢

が
ま
ん

で
き
な
い
︒
問
う
て
く
れ
な
け
れ
ば
︑
何
を
知
り
た
い
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
で
は
な
い
か
︒ 

 

ほ
か
の
と
こ
ろ
で
か
い
た
こ
と
だ
が
︑
外
国
の
大
学
で
教
え
て
い
る
と
︑
授
業
と
い
う
も
の
は
こ
と
ご

と
く
問
答
の
連
鎖

れ
ん
さ

で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
︒
さ
い
し
ょ
一
〇
分
間
ほ
ど
話
を
す
る
と
︑
す
ぐ
に
五
︑
六

人
の
学
生
か
ら
手
が
あ
が
る
︒
そ
の
問
い
に
答
え
て
い
る
と
︑
そ
の
答
え
に
反
応
し
て
つ
ぎ
の
質
問
が
投

げ
か
け
ら
れ
る
︒
そ
う
い
う
対
話
の
流
れ
が
授
業
と
い
う
も
の
な
の
だ
︒
知
的
訓
練
と
い
う
も
の
は
︑
じ

ょ
う
ず
な
問
答、、の、訓
練、、の
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
生
ま
身
の
人
間
ど
う
し
が
対
面
し
た
と
き
に
は

じ
め
て
可
能
な
こ
と
だ
︒
教
室、、の、意
味、、は
︑
そ
こ
で
問
答
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
問
答

の
な
い
教
室
に
は
︑
な
ん
の
意
味
も
な
い
︒ 

 

多
く
の
人
た
ち
は
︑
マ
ン
モ
ス
教
室
︑
マ
ス
・
プ
ロ

︵
注
１
︶

教
育
と
い
っ
た
こ
と
ば
で
こ
ん
に
ち
の
日
本
の
大
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学
を
批
判
す
る
︒
ビ
デ
オ
・
テ
ｰ
プ
を
使
っ
た
り
し
て
教
育
の
機
械
化
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
た
い
て

い
の
人
が
反
対
す
る
︒
そ
し
て
そ
の
理
由
と
い
う
の
は
︑
申
し
あ
わ
せ
た
よ
う
に
﹁
人
間
的
接
触
の
不
在
﹂

と
い
う
こ
と
だ
︒
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
﹁
人
間
的
接
触
﹂
の
場
で
あ
る
は
ず
の

教
室
で
︑
ま
っ
た
く
問
答
が
な
い
と
い
う
事
実
を
み
る
と
︑
た
い
へ
ん
に
逆
説
的
な
こ
と
だ
が
︑
マ
ン
モ

ス
教
室
だ
っ
て
い
い
で
は
な
い
か
︑
と
い
い
た
く
な
っ
て
し
ま
う
︒ 

 

問
う
能
力
︑
と
い
う
の
は
︑
こ
の
本
の
は
じ
め
の
ほ
う
に
書
い
た
よ
う
に
︑
問
題
を
発
見
す
る
こ
と
で

あ
り
︑
あ
る
い
は
問
題
意
識
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
問
い
が
な
い
︑
と
い
う
こ
と
は
︑
こ
ん
に
ち
の

若
も
の
た
ち
が
お
し
な
べ
て
問
題
を
見
つ
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
見
つ
け
よ
う
と
も
し
て
い

な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒
こ
ん
に
ち
の
大
学
生
を
わ
た
し
は
知
的
難
民
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し

た
が
︑
か
ん
が
え
れ
ば
か
ん
が
え
る
ほ
ど
︑
⑥

日
本
の
教
育
の
事
態
は
深
刻
な
の
で
あ
る
︒ 

 

だ
か
ら
こ
そ
︑
わ
た
し
は
︑
⑦

問、う、能
力、、の
再
開
発
を
こ
ん
に
ち
の
教
育
の
最
大
の
課
題
だ
と
か
ん
が

え
る
︒
こ
の
能
力
の
開
発
な
し
に
︑
情
報
を
使、う、こ
と
は
不
可
能
だ
し
︑
と
り
わ
け
︑
ひ
と
に
上
手
に
話
を

き
く
こ
と
な
ど
で
き
た
相
談
で
は
な
い
の
だ
︒
落
語
に
は
﹁
こ
ん
に
ゃ
く
問
答
﹂
と
い
う
の
が
あ
っ
て
︑
ま

こ
と
に
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
﹁
問
答
﹂
が
笑
い
を
さ
そ
う
が
︑
た
と
え
ば
禅 ぜ

ん

の
世
界
な
ど
で
は
︑
問
答
が
精

神
を
深
め
る
方
法
で
あ
っ
た
し
︑プ
ラ
ト
ン
以
来
の
弁
証
法
と
い
う
の
も
︑人
間
的
レ
ベ
ル
で
い
う
な
ら
︑

じ
つ
は
﹁
問
答
﹂
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
︒
取
材
の
過
程
は
︑
問
答
の
過
程
と
同
義
で
あ
り
︑
そ
の
問

答
の
能
力
は
︑
ひ
と
の
話
を
き
く
と
い
う
場
面
で
も
っ
と
も
は
っ
き
り
と
た
め
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒ 

 

ひ
と
に
会
っ
て
話
を
き
く
こ
と
は
︑
ジ
ｬ
ｰ
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
不
可
欠
の
活
動
だ
︒
い
や
︑
ジ
ｬ
ｰ

ナ
リ
ス
ト
と
い
う
の
は
︑じ
ょ
う
ず
に
話
を
き
く
こ
と
の
エ
キ
ス
パ
ｰ
ト
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒し
か
し
︑

こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
の
わ
た
し
の
経
験
で
い
う
と
︑
若
い
記
者
た
ち
の
取
材
能
力
も
全
般
的
に
お
ち
て
き
て

い
る
︒
格
好
だ
け
は
ス
マ
ｰ
ト
に
な
っ
た
が
︑
質
問
の
し
か
た
が
へ
た
に
な
っ
た
︒
い
や
︑
と
き
に
は
︑
な

に
が
問
題
な
の
か
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
︒
と
き
に
は
︑
な
に
か
お
も
し
ろ
い
話
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︑

な
ど
と
八
・
熊

︵
注
２
︶

な
み
の
と
ぼ
け
た
質
問
し
か
で
き
な
い
記
者
も
い
る
︒
こ
こ
で
も
ま
た
︑
問
う
能
力
の
再

開
発
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
︑
と
わ
た
し
は
か
ん
が
え
る
︒ 

 

い
さ
さ
か
︑
へ
ん
な
言
い
方
か
も
し
れ
ぬ
が
︑
と
り
わ
け
学
生
た
ち
は
こ
の
へ
ん
で
ひ
と
つ
の
意
識
革

命
を
必
要
と
し
て
い
る
︑
と
わ
た
し
は
思
う
︒
つ
ま
り
︑
学
生
は
先
生
を
使、う、こ
と
を
も
っ
と
か
ん
が
え

る
べ
き
な
の
だ
︒
先
生
た
ち
は
も
の
知
り
で
あ
る
︒
本
も
た
く
さ
ん
読
ん
で
い
る
し
︑
経
験
も
ゆ
た
か
だ
︒

要
す
る
に
︑
先
生
た
ち
は
情
報
の
タ
ン
ク
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
︒
先
生
が
教
室
で
話
す
こ
と
は
︑

そ
の
タ
ン
ク
の
な
か
に
貯
蔵

ち
ょ
ぞ
う

さ
れ
て
い
る
情
報
の
ご
く
一
部
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
︒
学
生
で
あ
る
︑
と
い

う
こ
と
は
そ
の
タ
ン
ク
の
な
か
か
ら
︑
自
由
に
︑
そ
し
て
貪
欲

ど
ん
よ
く

に
情
報
を
ひ
き
出
す
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
て

い
る
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒
そ
し
て
教
室
と
い
う
の
は
︑
そ
ん
な
ふ
う
に
情
報
を
ひ
き
出
す
た
め
の
場
面
な
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の
で
あ
る
︒
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
は
知
識
の
切
り
売
り
の
場
所
で
し
か
な
い
︑
と
い
っ
た
こ
と
を
い
う
学

生
が
い
る
︒
し
か
し
︑
切
り
売
り
が
気
に
い
ら
な
い
な
ら
︑
も
っ
と
べ
つ
な
買
い
方
を
し
た
ら
よ
ろ
し
か

ろ
う
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
日
本
の
教
室
の
伝
統
を
破
っ
て
︑
堂
々
と
臆 お

く

せ
ず
に
手
を
あ
げ
︑
知
り
た
い
こ

と
を
問
う
べ
き
だ
︒
た
い
て
い
の
先
生
は
︑
そ
れ
を
歓
迎
す
る
は
ず
な
の
で
あ
る
︒
ス
ｰ
パ
ｰ
・
マ
ｰ
ケ
ｯ

ト
の
ご
と
き
切
り
売
り
現
状
が
発
生
し
た
の
に
は
︑
売
り
手
が
わ
の
便
宜
も
あ
ろ
う
が
︑
買
い
手
が
わ
も

そ
れ
を
望
ん
で
き
た
か
ら
で
あ
る
︒学
生
た
ち
が
︑よ
き
問
い
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
︑

教
室
の
風
景
は
が
ら
り
と
か
わ
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
し
︑
同
時
に
︑
そ
こ
で
こ
そ
は
じ
め
て
﹁
⑧

人
間
的
接

触
﹂
と
い
う
も
の
の
意
味
が
は
っ
き
り
し
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
︒ 

 

べ
つ
な
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
大
学
に
か
ぎ
ら
ず
︑
お
よ
そ
学
校
と
い
う
も
の
は
︑
学
生
・
生
徒
に
と
っ
て

の
取
材
施
設

、
、
、
、な
の
で
あ
る
︒
じ
ぶ
ん
の
学
び
た
い
こ
と
を
自
由
に
ひ
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
場
な
の
で
あ

る
︒
図
書
館
を
使
い
︑
先
生
た
ち
の
も
っ
て
い
る
情
報
蓄
積

ち
く
せ
き

を
使、う、―

学
校
は
そ
の
た
め
に
あ
る
︒
先

生
の
い
う
こ
と
を
︑
一
字
一
句
も
も
ら
さ
ず
に
ノ
ｰ
ト
に
と
り
︑
そ
の
と
お
り
暗
記
す
る
と
い
う
の
は
︑

結
局
は
情
報
に
使、わ
れ、、て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒
は
じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
︑
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
︑
情
報

に
使、わ
れ
る
、
、
、立
場
か
ら
︑
情
報
を
使、う、立
場
に
︑
あ
る
い
は
情
報
を
受
け
身
で
う
け
と
め
︑
そ
れ
に
よ
っ

て
操
作
さ
れ
る
立
場
か
ら
︑
主
体
的
に
情
報
を
え
ら
び
︑
そ
れ
を
自
律
的
な
自
我
形
成
に
役
立
て
る
立
場

へ
︑
と
い
う
転
換
を
め
ざ
し
て
い
る
︒
と
す
る
な
ら
︑
そ
の
第
一
歩
は
︑
問
う
こ
と
︑
し
か
も
じ
ょ
う
ず
に

問
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒ 

 

知
的
探
求
は
︑
く
ど
い
よ
う
だ
が
︑
問
う
こ
と
が
出
発
点
な
の
だ
︒
問
う
こ
と
が
あ
れ
ば
こ
そ
︑
図
書
館

に
も
ゆ
く
︒
本
も
買
う
︒
索
引
も
ひ
く
︒
そ
し
て
︑
ひ
と
の
話
を
き
く
こ
と
の
た
の
し
み
も
︑
問
い
あ
れ
ば

こ
そ
の
経
験
な
の
で
あ
る
︒
問
い
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
で
︑
あ
る
い
は
な
に
を
問
う
べ
き
か
も
わ
か

ら
な
い
ま
ま
に
ひ
と
に
会
い
に
行
っ
て
も
︑
な
ん
に
も
な
ら
な
い
︒
ひ
と
の
話
を
き
く
ま
え
に
︑
は
っ
き

り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
じ
ぶ
ん
に
と
っ
て

、
、
、
、
、
、
、な
に
が
問
題
で
あ
る
の
か
︑
に
つ
い
て
の

自
己
確
認
で
あ
る
︒
そ
の
自
己
確
認
か
ら
問
う
べ
き
こ
と
も
し
っ
か
り
し
た
か
た
ち
を
と
る
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う
し
︑
そ
の
⑨

し
っ
か
り
し
た
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
取
材
の
対
象
で
あ
る
鐘

は
朗
々
た
る
音
色
で
こ
た
え
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
︒
⑩

人
間
相
手
の
取
材
と
は
︑
問
答
の

こ
と
だ
︒
問
答
の
な
い
取
材
と
い
う
の
は
︑
あ
り
え
な
い
︒
耳
学
問
の
成
果
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
り
う
る

か
は
︑
ひ
と
え
に
問
答
の
能
力
に
よ
る
の
で
あ
る
︒ 

︵
加
藤
秀
俊
﹃
取
材
学
﹄
中
公
新
書
に
よ
る
︶ 

 

注
１ 

マ
ス
・
プ
ロ…

…

マ
ス
プ
ロ
ダ
ク
シ
ｮ
ン
︵
大
量
生
産
︶
の
略
称 

注
２ 

八
・
熊…

…

落
語
な
ど
に
出
て
来
る
︑
愉
快
で
善
良
な
庶
民
︒﹁
熊
さ
ん
八
つ
ぁ
ん
﹂ 
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問
一 

傍
線
部
①
﹁
生
ま
身
の
人
間
の
話
は
︑
ス
イ
ｯ
チ
を
い
れ
た
か
ら
き
こ
え
て
く
る
︑
と
い
う
わ
け

の
も
の
で
は
な
い
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
取
材
の
場
面
で
﹁
ス
イ
ｯ
チ
を
い
れ
た
﹂
と
た
と
え
ら
れ
て
い
る

行
動
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 

話
を
聞
く
学
者
を
見
つ
け
る
︒ 

イ 

取
材
を
依
頼
す
る
︒ 

ウ 

あ
い
さ
つ
を
す
る
︒ 

エ 

目
の
前
の
席
に
座
る
︒ 

 

問
二 

傍
線
部
②
﹁
け
げ
ん
そ
う
な
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
︑
次

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

ア 

不
愉
快
で
腹
立
た
し
そ
う
な
様
子 

イ 

不
思
議
で
納
得
が
い
か
な
い
様
子 

ウ 

迷
惑
で
嫌
が
っ
て
い
そ
う
な
様
子 

エ 

困
っ
て
い
て
苦
し
そ
う
な
様
子 

 

問
三 

傍
線
部
③
﹁
い
ま
の
日
本
人
︑
と
り
わ
け
若
い
学
生
達
に
欠
落
し
て
い
る
能
力
は
︑
問
う
能
力
だ
﹂

と
あ
り
ま
す
が
︑
筆
者
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
な
ぜ
で
す
か
︒
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し

い
一
文
を
本
文
中
か
ら
さ
が
し
︑
そ
の
初
め
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
︒ 

 

問
四 

傍
線
部
④
﹁
そ
う
い
う
学
生
た
ち
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
学
生
で
す
か
︒
本
文
中

の
言
葉
を
使
っ
て
四
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
︒ 

 

問
五 

傍
線
部
⑤
﹁
わ
た
し
は
一
種
の
屈
辱
感
の
ご
と
き
も
の
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
﹂
と
あ

り
ま
す
が
︑
な
ぜ
﹁
屈
辱
感
﹂
を
感
じ
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 

高
度
な
学
問
を
理
解
で
き
な
い
学
生
の
相
手
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
︒ 

イ 

学
生
の
意
欲
を
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
の
授
業
力
に
無
力
感
を
い
だ
い
た
か
ら
︒ 

ウ 

学
生
た
ち
が
自
分
を
︑
ほ
う
っ
て
お
け
ば
勝
手
に
話
す
も
の
と
思
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
か
ら
︒ 

エ 

外
国
の
大
学
に
雇
わ
れ
ず
に
日
本
の
大
学
で
話
す
し
か
な
い
自
分
を
み
じ
め
に
感
じ
た
か
ら
︒ 
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問
六 

傍
線
部
⑥
﹁
日
本
の
教
育
の
事
態
は
深
刻
な
の
で
あ
る
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
そ
れ
は
な
ぜ
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 
幼
稚
園
か
ら
大
学
に
い
た
る
ま
で
一
方
的
か
つ
強
制
的
な
知
識
の
伝
達
が
大
半
で
︑
問
う
技
法
の

伝
達
な
ど
ま
っ
た
く
想
定
し
て
い
な
い
か
ら
︒ 

イ 

大
学
に
与
え
ら
れ
る
予
算
が
少
な
い
た
め
に
大
き
な
教
室
で
の
大
人
数
が
受
講
す
る
授
業
を
中
心

と
し
て
い
る
現
状
は
大
き
な
問
題
だ
か
ら
︒ 

ウ 

高
度
な
入
学
試
験
を
通
過
し
た
優
秀
な
学
生
達
に
対
し
て
︑
卒
業
後
に
十
分
な
職
業
を
提
供
で
き

て
い
な
い
の
は
教
育
の
成
果
を
発
揮
し
き
れ
な
い
問
題
が
あ
る
か
ら
︒ 

エ 

﹁
知
的
難
民
﹂
と
は
︑
大
学
教
育
を
受
け
て
十
分
知
的
な
存
在
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の

知
性
を
発
揮
し
き
れ
て
い
な
い
の
は
教
育
に
問
題
が
あ
る
か
ら
︒ 

 

問
七 

傍
線
部
⑦
﹁
問
う
能
力
の
再
開
発
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
た
め
に
何
が
最
も
大
切
で
す
か
︒
言
葉

を
本
文
中
か
ら
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
︒ 

 

問
八 

傍
線
部
⑧
﹁
人
間
的
接
触
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
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 

話
を
丁
寧
に
ノ
ｰ
ト
に
取
る
︒ 

イ 

お
な
じ
場
所
で
受
け
答
え
を
す
る
︒ 

ウ 

先
生
の
書
い
た
本
を
読
む
︒ 

エ 

話
し
手
の
気
持
ち
を
想
定
す
る
︒ 

 

問
九 

傍
線
部
⑨
﹁
し
っ
か
り
し
た
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
取
材
の
対
象
で
あ
る
鐘

は
朗
々
た
る
音
色
で
こ
た
え
て
く
れ
る
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
同
じ
内
容
を
示
し
た
三
十
八
字
の
部
分
を

本
文
中
か
ら
さ
が
し
︑
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
︒ 

 

問
十 

傍
線
部
⑩
﹁
人
間
相
手
の
取
材
﹂
を
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
か
︒
本
文
中

の
言
葉
を
使
っ
て
七
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
︒ 
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二  
次
の
文
章
を
読
み
︑
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
︒ 

 

  

貸
本
屋
に
は
い
つ
も
弟
の
繁 し

げ
る

と
二
人
で
出
か
け
た
︒ 

 

前
日
借
り
た
本
を
返
す
の
と
引
き
替 か

え
に
別
の
本
を
借
り
る
︒
ど
の
本
を
借
り
る
か
︑
と
い
う
こ
と
で

揉 も

め
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
れ
は
兄
の
雅
彦

ま
さ
ひ
こ

が
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
︒ 

 

そ
の
貸
本
屋
は
︑
伊
良
林
小
学
校
の
前
を
流
れ
る
中
島
川
の
︑
橋
の
数
で
四
本
下
流
へ
行
っ
た
東
洋
軒

と
い
う
パ
ン
屋
の
工
場
の

a
ウ
ラ
テ
に
あ
っ
た
︒ 

 

行
き
帰
り
に
繁
は
わ
ざ
わ
ざ
川
原
に
あ
る
石
を
飛
び
石
に
し
て
︑
遊
び
な
が
ら
水
辺
を
い
き
た
が
っ
た
︒

道
行
き
そ
の
も
の
が
も
う
遊
び
で
あ
っ
た
時
代
な
の
で
あ
る
︒ 

 

だ
が
大
切
な
本
を
抱 か

か

え
て
い
る
雅
彦
に
は
あ
ぶ
な
い
話
で
︑
万
が
一
水
で
濡 ぬ

ら
し
た
ら
大
変
な
こ
と

に
な
る
︒
中
島
川
は
家
の
近
く
の
橋
の
辺
り
こ
そ
︑
川
原
ま
で
の
高
さ
が
一
メ
ｰ
ト
ル
ち
ょ
っ
と
だ
っ
た

が
橋
ご
と
に
深
く
な
っ
て
ゆ
き
︑
東
洋
軒
の
辺
り
で
は
八
メ
ｰ
ト
ル
ほ
ど
の
高
低
差
に
な
る
の
だ
︒ 

  

新
し
い
本
を
借
り
た
帰
り
道
の
こ
と
︒ 

 

渋 し
ぶ

る
雅
彦
を
そ
こ
に
置
き
去
り
に
し
て
︑﹁
い
っ
ぺ
ん
︑
こ
こ
か
ら
降
り
た
か
っ
た
と
﹂ 

そ
う
言
っ
て
こ
の
川
原
ま
で
八
メ
ｰ
ト
ル
ほ
ど
も
あ
る
崖 が

け

っ
縁 ぷ

ち

の
︑
低
い
コ
ン
ク
リ
ｰ
ト
の
フ
ｪ
ン
ス

を
ま
た
ぐ
と
︑繁
は
す
ば
し
っ
こ
い
猿
の
よ
う
に
崖
に
生
え
て
い
る
太
い
草
や
岩
を
拠 よ

り
ど
こ
ろ
に
い
と

も
簡
単
に
す
る
す
る
と
下
り
て
行
っ
た
︒ 

 

雅
彦
が
橋
の
上
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
る
と
︑
あ
と
数
メ
ｰ
ト
ル
で
川
原
に
届
く
辺
り
で
繁
が
滑 す

べ

っ
た
︒ 

 

あ
っ
と
い
う
間
に
右
足
が
水
の
中
に
は
ま
り
込
む
︒ 

 

深
い
瀬 せ

で
は
な
い
が
︑
前
日
降
っ
た
雨
で
幾 い

く

分
水
か
さ
は
増
し
て
い
た
︒ 

 

雅
彦
が 

A 

し
な
が
ら
橋
の
上
か
ら
覗 の

ぞ

き
込
ん
だ
と
き
︑﹁
少
年
画
報
﹂
の
本
誌
の
間
に
挟 は

さ

ま
っ

て
い
た
別
冊
付
録
集
が
す
る
り
と
動
い
た
︒
あ
わ
て
て
取
り
押 お

さ
え
よ
う
と
す
る
雅
彦
の
腕 う

で

の
一
瞬 し

ゅ
ん

の
動
き
を
す
り
抜 ぬ

け
る
よ
う
に
一
度
指
の
先
で
跳 は

ね
︑小
さ
な
鳥
が
羽
ば
た
く
よ
う
に 

B 

と
ペ
ｰ

ジ
を
翻

ひ
る
が
え

し
な
が
ら
川
面

か
わ
も

に
ゆ
っ
く
り
と
落
ち
て
い
っ
た
︒ 

﹁
あ
﹂ 

 

雅
彦
の
声
に
驚 お

ど
ろ

い
て
繁
は
片
足
が
水
の
中
に
浸 つ

か
っ
た
ま
ま
橋
の
上
を
見
上
げ
た
︒
ゆ
っ
く
り
と
落

ち
て
く
る
別
冊
付
録
を
口
を
開
け
て
見
つ
め
て
い
た
が
︑
そ
れ
が
川
面
を
叩 た

た

く
音
で
我
に
返
っ
た
︒ 

 

次
の
瞬
間
︑
繁
は
た
め
ら
わ
ず
に
そ
の
ま
ま
川
の
中
へ
ジ
ｬ
ン
プ
し
た
︒ 

﹁
や
め
ろ
﹂
と
い
う
雅
彦
の
言
葉
も
声
に
な
ら
な
か
っ
た
︒ 

 

水
面
を
ゆ
っ
く
り
と
本
が
流
れ
て
橋
の
下
を
く
ぐ
っ
て
ゆ
く
︒
繁
が
泳
ぎ
な
が
ら
近
づ
こ
う
と
す
る
︒ 
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雅
彦
は
本
誌
を
足
元
に
置
く
と
反
対
の
︑
下
流
側
の
欄
干

ら
ん
か
ん

へ
走
っ
た
︒ 

 
あ
わ
て
て
覗 の

ぞ

き
込
む
と
︑
ち
ょ
う
ど
繁
が
本
に
追
い
つ
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
︒ 

﹁
大
丈
夫
か
！
﹂ 

 

雅
彦
の
声
に
︑
繁
は
自
分
の
胸
ほ
ど
の
深
さ
の
水
の
中
で
︑
濡 ぬ

れ
た
本
を
高
く
掲 か

か

げ
て
①

仁
王
立
ち

し
︑
口
を
と
が
ら
せ
て
目
を
大
き
く
︑
丸
く
す
る
と
︑
何
遍
も
小
さ
く
頷 う

な
ず

き
な
が
ら
﹁
お
う
！
﹂
と
だ
け

返
事
を
し
た
︒ 

  

母
は
本
気
で
怒 お

こ

っ
た
︒ 

 

怒
る
と
︑
母
は
怖 こ

わ

か
っ
た
︒
着
替
え
を
す
る
繁
の
太 ふ

と

腿 も
も

あ
た
り
が
母
の

掌
て
の
ひ
ら

に
打
た
れ
て
︑
ぱ
ち

ん
︑
と
何
度
も
大
き
な
音
を
立
て
た
︒ 

﹁
死
ん
だ
ら
ど
げ
ん
す
る
と
ね
！
﹂ 

﹁
あ
げ
ん
浅
か
川
じ
ゃ
死
な
ん
ば
い
﹂ 

 

②
繁
は
あ
さ
っ
て
の
方
を
向
い
て

b
ヘ
イ
ゼ
ン
と
言
う
︒
ま
た
︑
ぱ
ち
ん
︑
と
今
度
は
尻 し

り

を
叩 た

た

か
れ

て
い
る
︒ 

﹁
違
う
！ 

あ
ん
た
︑
な
め
な
さ
ん
な
よ
︒
崖
か
ら
う
っ
か
り
滑
っ
て
落
ち
て
み
ら
ん
ね
︒
ど
こ
か
打
っ

て
︑
気
失
う
た
ら
そ
の
ま
ん
ま
た
い
﹂ 

 

母
は
向
き
直
っ
て
︑ 

﹁
あ
ん
た
は
︑
何
し
よ
っ
た
と
！
﹂
と
今
度
は
雅
彦
を
怒
る
︒ 

﹁
弟
が
川
に
落
ち
て
︑
あ
ん
た
は
︑
黙 だ

ま

っ
て
見
と
っ
た
と
ね
！
﹂ 

 

い
や 

 

い
や
実
は
貸
本
の…

…

そ
う
言
い
か
け
る
の
へ
︑
繁
が
目
で
﹁
言
う
な
﹂
と
合
図
す
る
︒ 

繁
は
︑
こ
れ
が
原
因
で
貸
本
を
禁
じ
ら
れ
る
の
が
辛 つ

ら

い
︑
と
合
図
し
て
い
る
の
だ
︒ 

﹁
ご
め
ん
な
さ
い
﹂ 

 

雅
彦
は
小
さ
な
声
で
謝
っ
た
︒ 

 

怒
り
が
収
ま
ら
ぬ
ま
ま
母
が
夕
食
の
買
い
物
に
出
か
け
た
あ
と
︑玄 げ

ん

関
脇

か
ん
わ
き

に
隠 か

く

し
た
あ
の
濡 ぬ

れ
た
本

を
取
り
出
し
︑
雅
彦
は
途
方

と
ほ
う

に
暮
れ
た
︒ 

 

せ
め
て
失
く
さ
な
か
っ
た
だ
け
有
難
い
が
︑
こ
こ
ま
で
濡
れ
た
本
は
元
に
戻 も

ど

ら
な
い
だ
ろ
う
︒ 

 

明
日
ま
で
に
乾 か

わ

い
た
に
せ
よ
︑
お
そ
ら
く
各
ペ
ｰ
ジ
は
ご
わ
ご
わ
に
な
っ
て
︑
す
ぐ
に
そ
れ
と
気
づ
か

れ
る
に
違 ち

が

い
な
い
︒
弁
償

べ
ん
し
ょ
う

す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
︒ 

 

ど
こ
に
も
そ
ん
な
お
金
な
ど
な
い
︒ 

 

重
苦
し
い
気
持
ち
に
潰 つ

ぶ

れ
そ
う
に
な
る
︒ 
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そ
の
脇
で
繁
は
も
う
︑
そ
の
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
た
よ
う
に
︑
借
り
て
き
た
本
誌
を
読
み
ふ
け
っ
て

い
る
︒ 

③
手
柄

て
が
ら

の
弟
は
責
め
ら
れ
な
い
︒ 

 

ま
あ
︑
い
い
か
︑
と
呟 つ

ぶ
や

く
し
か
な
か
っ
た
︒ 

 
 

 

翌
日
︑
案
の
定
︑
そ
の
本
は
ご
わ
ご
わ
に
な
っ
た
が
思
っ
た
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
︒
実
は
夜
︑
生
乾
き
の

ま
ま
︑
雅
彦
は
そ
の
本
を
自
分
の
布
団
の
下
に
敷 し

い
て
寝 ね

た
の
で
あ
る
︒ 

 

お
陰
で
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
酷 ひ

ど

い
c

ジ
ｮ
ウ
タ
イ
で
も
な
か
っ
た
︒ 

 

だ
が
貸
本
屋
の
主
人
は (

注)

一
瞥

い
ち
べ
つ

し
て
︑ 

﹁
水
で
濡
ら
し
た
ろ
う
！
﹂
と
言
っ
た
︒ 

﹁
す
み
ま
せ
ん
﹂ 

 

正
直
に
謝
る
声
が
少
し
か
す
れ
た
︒ 

 

そ
れ
を
聞
い
て
主
人
は
︑ 

﹁
気
を
つ
け
て
ね
︒
み
ん
な
の
モ
ン
や
け
ん
﹂
と
言
っ
た
︒ 

 

そ
れ
だ
け
だ
っ
た
︒ 

 

帰
り
道
の
足
取
り
は
軽
か
っ
た
︒ 

 

 

主
人
は
そ
れ
ば
か
り
か
︑
別
段
い
や
が
ら
ず
に
次
の
本
も
貸
し
て
く
れ
た
の
だ
︒ 

 

よ
か
っ
た
ね
え
︑
よ
か
っ
た
ね
え
︒
繁
は
何
度
も
雅
彦
に
そ
う
言
っ
た
︒ 

 

ほ
ん
と
︑
よ
か
っ
た
ね
え
︑
と
雅
彦
も
何
度
も
繰 く

り
か
え
し
た
︒ 

 

ス
キ
ｯ
プ
し
た
い
く
ら
い
だ
っ
た
︒ 

 

 

と
︑
繁
が
例
の
橋
の
上
で
立
ち
止
ま
っ
た
︒ 

﹁
な
ん
か
？
﹂ 

 

雅
彦
が
問
い
か
け
る
と
︑
し
ば
ら
く
言
い
に
く
そ
う
に
し
て
い
た
が
︑
や
が
て
小
さ
な
声
で
言
っ
た
︒ 

 

﹁
あ
の
ね
︑
太
か
薔
薇

ば

ら

の
花
の
咲
い
と
っ
た
と
﹂ 

﹁
ど
こ
に
か
？
﹂ 

﹁
あ
す
こ
に
﹂ 

 

弟
が
指
差
し
た
の
は
昨
日
滑
っ
て
片
足
を
水
に
浸
け
て
し
ま
っ
た
辺
り
で
︑
そ
の
一
角
は
橋
の
上
か
ら

は
よ
く
見
え
な
か
っ
た
︒ 

﹁
そ
い
け
ん
︑
な
ん
か
？
﹂ 

﹁
お
か
あ
ち
ゃ
ま
の…

…

﹂ 

 

兄
弟
の
間
だ
け
で
は
︑
い
ま
だ
に
母
の
呼
び
名
は
﹁
お
か
あ
ち
ゃ
ま
﹂
だ
っ
た
︒ 



― 12 ― 

 
繁
が
決
心
し
た
よ
う
に
告
げ
た
︒ 

﹁
花
壇
に
植
え
た
か
！
﹂ 

 

d
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
勢
い
だ
っ
た
︒ 

  

繁
が
昨
日
下
り
て
水
に
浸
か
っ
た
辺
り
は
︑
こ
の
辺
で
は
一
番
崖
が
急
で

e
キ
ケ
ン
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
︒ 

 

だ
が
︑
母
の
好
き
な
薔
薇
を
持
っ
て
帰
れ
ば
ど
れ
ほ
ど
喜
ぶ
か
は
目
に
見
え
る
よ
う
だ
︒ 

 

雅
彦
は
し
ば
ら
く
黙 だ

ま

っ
て
繁
の
顔
を
見
つ
め
て
い
た
が
︑
決
心
し
て
︑ 

﹁
じ
ゃ
︑
二
人
で
行
こ
う
﹂
と
言
っ
た
︒
兄
と
し
て
の
責
任
だ
っ
た
︒ 

ま
ず
︑
借
り
た
本
を
風
で
飛
ば
な
い
と
こ
ろ
へ
置
き
︑
そ
れ
か
ら
二
人
は
フ
ｪ
ン
ス
を
ま
た
い
で
ゆ
っ
く

り
と
崖
を
下
り
て
い
っ
た
︒ 

﹁
ゆ
っ
く
り
︑
ゆ
っ
く
り
﹂ 

 

雅
彦
は
先
を
行
く
繁
に
何
度
も
そ
う
声
を
か
け
た
︒ 

 

昨
日
の
倍
ほ
ど
も
時
間
を
か
け
て
︑
二
人
は
水
辺
に
辿 た

ど

り
着
く
︒ 

 

昨
日
よ
り
も
水
か
さ
が
退
い
た
分
︑
足
の
拠 よ

り
ど
こ
ろ
は
た
く
さ
ん
あ
る
︒ 

 

そ
の
辺
り
は
泥
が
柔
ら
か
く
︑
潟
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
︑
ひ
ど
く
嫌 い

や

な
臭 に

お

い
が
し
た
︒ 

 

そ
こ
へ
行
っ
て
︑
川
面
を
眺 な

が

め
て
初
め
て
︑
昨
日
の
④

弟
の
決
心
の
早
さ
に
驚 お

ど
ろ

い
た
︒
自
分
だ
っ
た

な
ら
︑
こ
ん
な
嫌
な
臭
い
の
す
る
川
の
水
の
中
へ
︑
あ
れ
ほ
ど
た
め
ら
い
も
な
く
す
ぐ
に
飛
び
込
む
勇
気

は
な
い
︑
と
思
う
︒ 

﹁
ほ
ら
﹂ 

 

弟
に
そ
う
言
わ
れ
て
振 ふ

り
返
っ
た
と
き
︑
息
を
呑 の

ん
だ
︒ 

 

橋
の
上
か
ら
見
下
ろ
し
て
も
ち
ょ
う
ど
他
の
草
の
蔭 か

げ

に
な
っ
て
し
ま
う
場
所
に
︑そ
の
薔
薇
が
あ
っ
た
︒ 

 

大
き
な
︑
美
し
い
︑
深
紅
の
薔
薇
だ
っ
た
︒ 

 

こ
の
汚
く
︑
嫌
な
臭
い
の
す
る
泥
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
︑
ま
る
で
赤
い
光
を
放
つ
よ
う
に
咲 さ

い
て
い
る

綺
麗

き
れ
い

な
大
輪
の
そ
の
花
の
命
が
︑
ひ
ど
く
不
思
議
な
も
の
の
よ
う
に
思
え
た
︒ 

 

誰
に
も
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
︑
一
体
花
は
︑
何
の
た
め
に
咲
く
の
だ
ろ
う
︒ 

 

そ
れ
も
不
思
議
だ
っ
た
︒ 

﹁
せ
え
の
﹂ 

 

弟
の
顔
の
大
き
さ
ほ
ど
も
あ
る
薔
薇
は
二
人
で
引
い
た
ら
あ
っ
け
な
く
根
こ
そ
ぎ
抜 ぬ

け
た
︒ 

 

昨
日
弟
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
も
︑
簡
単
に
子
供
の
力
で
引
き
抜
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
︑
ま
る
で
約

束
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
だ
︑
と
雅
彦
は
思
っ
た
︒ 

 

崖
を
登
る
の
は
わ
け
も
な
か
っ
た
︒
正
当
な
戦
利
品
は
人
の
心
を
弾 は

ず

ま
せ
る
︒ 
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本
を
抱
え
て
歩
く
雅
彦
の
前
を
︑
弟
が
歩
く
︒
自
分
の
顔
よ
り
大
き
い
薔
薇
の
花
と
自
分
の
お
尻
く
ら

い
の
根
っ
こ
と
そ
れ
に
つ
い
た
嫌
な
臭
い
の
す
る
泥
︒
そ
れ
で
も
誇 ほ

こ

ら
し
げ
な
そ
の
掘 ほ

り
出
し
物
を
︑

通
り
す
が
り
の
大
人
た
ち
は
一
様
に
び
っ
く
り
し
て
振 ふ

り
返
り
︑
凄 す

ご

い
ね
︑
と
褒 ほ

め
た
︒ 

 

そ
の
た
び
に
繁
は
嬉 う

れ

し
そ
う
に
雅
彦
を
振
り
返
り
︑口
を
と
が
ら
せ
大
き
な
丸
い
目
を
し
て
何
度
も
小

さ
く
頷 う

な
ず

く
︒
繁
︑ 
C 

の
顔
だ
っ
た
︒ 

 

帰
る
な
り
繁
は
大
声
で
﹁
た
だ
い
ま
﹂
と
叫 さ

け

び
︑
さ
ら
に
あ
の
甲
高

か
ん
だ
か

い
声
で
﹁
お
か
ｰ
ち
ゃ
ま
あ
！
﹂

と
怒
鳴

ど

な

っ
た
︒ 

 

そ
の
深
紅
の
薔
薇
を
見
た
と
き
︑
母
は
驚
き
︑
喜
び
︑
そ
し
て
感
謝
し
た
︒ 

 

繁
は
母
の
花
壇
の
一
番
よ
い
場
所
を
選
ぶ
と
︑
神
妙

し
ん
み
ょ
う

な
顔
に
な
っ
て
ス
コ
ｯ
プ
で
穴
を
掘 ほ

り
︑
⑤

何

か
の
儀
式

ぎ
し
き

の
よ
う
に
う
や
う
や
し
く
そ
の
花
を
植
え
た
︒ 

  

驚
い
た
こ
と
に
花
は
根
づ
い
た
︒ 

 

翌
年
に
は
い
っ
ぺ
ん
に
四
つ
︑
翌
々
年
に
は
合
計
九
個
の
花
を
つ
け
た
︒
実
は
こ
ん
な
に
ち
ゃ
ん
と
根

づ
き
︑
こ
ん
な
に
き
ち
ん
と
育
つ
の
は
一
緒
に
持
っ
て
き
た
あ
の
嫌
な
臭
い
の
す
る
泥
の
お
陰
な
の
だ
︑

と
母
に
説
明
さ
れ
た
と
き
︑
意
外
な
気
が
し
た
︒ 

 

⑥
嫌
な
臭
い
の
す
る
泥
が
美
し
い
薔
薇
の
色
や
茎 く

き

や
翠 み

ど
り

の
葉
を
育
ん
だ
の
だ
と
い
う
事
実
が
︑
雅
彦

の
胸
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
た
︒ 

 

な
ん
だ
か
こ
の
薔
薇
は
幸
運
の
使
い
の
よ
う
な
気
が
し
た
︒ 

 

こ
の
花
が
根
づ
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
︑
一
家
の
事
情
が
好
転
し
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
た
︒ 

 

事
実
︑
父
の
新
し
い
仕
事
も
軌
道

き
ど
う

に
乗
り
は
じ
め
︑
そ
れ
か
ら
二
年
後
に
は
町
は
ず
れ
の
新
興
住
宅
地

に
小
さ
い
な
が
ら
も
一
戸
建
て
の
家
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒ 

︵
さ
だ
ま
さ
し
﹃
精
霊

し
ょ
う
ろ
う

流
し
﹄
幻
冬
舎
文
庫
に
よ
る
︶ 

 

︵
注
︶ 

一
瞥

い
ち
べ
つ…

…

ち
ら
っ
と
見
る
こ
と
︒ 

  

問
一 

傍
線
部
a 

～
e
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
︑
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
直
し
な
さ
い
︒ 

 

 

問
二 

空
欄
A
・
B
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
︑
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒

た
だ
し
︑
同
じ
記
号
を
二
度
使
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
︒ 

ア 

は
た
は
た 

 
 

イ 

ふ
ら
ふ
ら 

 
 

ウ 

は
ら
は
ら 

 
 

エ 

す
る
す
る 
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問
三 

傍
線
部
①
﹁
仁
王
立
ち
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
次
の
問
に
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
︒ 

1 
﹁
仁
王
立
ち
﹂
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
︑
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
︑

記
号
で
答
え
な
さ
い
︒ 

 
 

ア 

仏
像
の
よ
う
に
力
強
く
い
か
め
し
く
立
っ
て
い
る
こ
と
︒ 

 
 

イ 

交
番
の
警
察
官
の
よ
う
に
優
し
い
笑
顔
で
立
っ
て
い
る
こ
と
︒ 

 
 

ウ 

銅
像
の
よ
う
に
ピ
ク
リ
と
も
動
か
な
い
で
立
っ
て
こ
と
︒ 

 
 

エ 

門
番
の
よ
う
に
周
り
を
気
に
し
て
立
っ
て
い
る
こ
と
︒ 

2 

﹁
仁
王
立
ち
﹂
し
た
繁
の
気
持
ち
を
表
す
四
字
熟
語
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 

一
所
懸
命 

 

イ 

一
心
不
乱 

 
ウ 
意
気
揚
々 

 

エ 

無
我
夢
中 

 

問
四 

傍
線
部
②
﹁
繁
は
あ
さ
っ
て
の
方
を
向
い
て
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
そ
れ
は
な
ぜ
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 

浅
瀬
で
あ
る
川
で
も
︑
川
に
入
る
こ
と
︑
川
に
落
ち
る
こ
と
自
体
が
大
変
危
険
で
あ
る
と
い
う
母

親
の
思
い
を
頭
で
は
理
解
で
き
て
も
︑
頭
ご
な
し
に
怒
ら
れ
足
を
打
た
れ
ま
で
し
た
の
で
︑
そ
の
母

親
の
言
葉
を
ま
っ
す
ぐ
す
ぐ
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
︒ 

イ 

雨
が
降
っ
て
水
か
さ
が
増
し
た
川
の
危
険
性
を
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
知
っ
て
い
る
母
親
の
言
葉

に
は
は
っ
と
気
づ
か
さ
れ
た
が
︑
自
分
は
死
ん
で
い
な
い
の
だ
か
ら
ど
う
で
も
い
い
で
は
な
い
か
と

思
い
︑
母
親
の
言
葉
を
ま
っ
す
ぐ
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
︒ 

ウ 

雨
が
降
っ
た
次
の
日
の
川
の
様
子
は
確
か
に
胸
ほ
ど
の
深
さ
の
水
か
さ
に
な
っ
て
い
た
が
︑
自
分

の
泳
ぎ
の
能
力
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
知
ら
な
い
母
親
か
ら
い
く
ら
注
意
を
受
け
て
も
︑

母
親
の
言
葉
を
ま
っ
す
ぐ
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
︒ 

エ 

水
か
さ
の
増
し
た
川
か
ら
苦
労
し
て
川
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
本
を
取
り
戻
し
て
き
た
自
分
の
こ
と

を
ほ
め
て
く
れ
る
ど
こ
ろ
か
︑
本
気
で
怒
ら
れ
た
う
え
に
足
を
た
た
か
れ
た
こ
と
に
腹
が
立
ち
︑
素

直
に
な
れ
ず
母
親
の
言
葉
を
ま
っ
す
ぐ
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
︒ 

 

問
五 

傍
線
部
③
﹁
手
柄

て
が
ら

の
弟
は
責
め
ら
れ
な
い
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
弟
の
手
柄
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
す

か
︒
三
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
︒ 

 

問
六 

傍
線
部
④
﹁
弟
の
決
心
の
早
さ
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
ど
ん
な
行
動
の
決
心
で
す
か
︒
そ
の
一
文
の
初

め
と
終
わ
り
の
五
字
を
文
中
か
ら
さ
が
し
︑
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
︒ 
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問
七 

空
欄
C
に
あ
て
は
ま
る
漢
字
二
字
の
言
葉
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
︑
記
号
で
答
え
な

さ
い
︒ 

 

ア 
感
動 

 
 

イ 

驚
嘆 

 
 

ウ 

得
意 

 
 

エ 

納
得 

 

問
八 

傍
線
部
⑤
﹁
何
か
の
儀
式
の
よ
う
に
う
や
う
や
し
く
そ
の
花
を
植
え
た
﹂
に
つ
い
て
︑
次
の
問
に

答
え
な
さ
い
︒ 

1 

﹁
う
や
う
や
し
く
﹂
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
︑
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選

び
︑
記
号
で
答
え
な
さ
い
︒ 

ア 

ゆ
っ
く
り
と 

 
 

イ 

形
式
的
に 

 
 

ウ 

無
感
情
で 

 
 

エ 

丁
重

て
い
ち
ょ
う

に 

2 

繁
が
傍
線
部
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
︒
そ
の
理
由
を
五
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
︒ 

 

問
九 

傍
線
部
⑥
﹁
嫌
な
臭
い
の
す
る
泥
が
美
し
い
薔
薇
の
色
や
茎
や
翠
の
葉
を
育
ん
だ
の
だ
と
い
う
事

実
が
︑
雅
彦
の
胸
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
た
﹂
と
あ
り
ま
す
が
︑
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
あ
る
生
徒
と
先
生

が
話
し
合
い
ま
し
た
︒
そ
の
空
欄
に
入
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
二
字
で
書
き

な
さ
い
︒ 

生
徒 

﹁
先
生
︑こ
れ
は
直
接
に
は
植
物
の
こ
と
だ
け
れ
ど
も
︑ 

1 

に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
よ
ね
？
﹂ 

先
生 

﹁
は
い
︑﹃
嫌
な
臭
い
の
す
る
泥
﹄
の
中
で
﹃
繁
﹄
の
顔
の
大
き
さ
ほ
ど
も
あ
る
立
派
な
薔
薇
が

育
っ
た
と
い
う
の
は
︑ 

2 

が
か
え
っ
て 

1 

を
立
派
に 

3 

さ
せ
る
と
い
う
こ
と

の
比
喩

ひ

ゆ

に
も
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
︒
実
は
︑﹃
雅
彦
﹄
の
お
父
さ
ん
は
家
業
の

材
木
屋
の
商
売
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
り
︑
一
家
は
大
き
な
家
か
ら
今
の
長
屋
の
小
さ
な
部
屋

に
移
り
住
ん
で
い
た
の
で
す
が
︑
そ
の
後
﹃
新
し
い
仕
事
も
軌
道
に
乗
り
始
め
﹄︑﹃
二
年
後
に

は
町
外
れ
の
新
興
住
宅
地
に
﹄﹃
一
戸
建
て
の
家
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
﹄
と
あ
り
ま
す

ね
︒﹃
雅
彦
﹄
の
家
も 

2 

に
負
け
ず
に
が
ん
ば
っ
て
生
き
て
き
た
か
い
が
あ
っ
た
と
い
っ

て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
︒﹂ 

生
徒 

﹁﹃
雅
彦
﹄
も
家
族
の
一
員
と
し
て
そ
う
い
う 

2 

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑﹃
雅
彦
の
胸
に
深

く
刻
み
込
ま
れ
た
﹄
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
︒﹂ 

先
生 

﹁
は
い
︑
そ
う
で
す
ね
︒﹂ 

   

︵
問
題
は
以
上
で
す
︒︶ 
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