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（
中
一
）

　
次
の
文
章
は
、
能の
う

や
狂き
ょ
う
げ
ん言と
い
う
室
町
時
代
に
発
達
し
た
劇
の
台
本
を
現
代
の
言
葉
に
直
し
た
本
の
「
あ
と
が
き
」

で
す
。
能
は
面
を
被か
ぶ

り
、
謡う
た
いと
お
囃は
や
し子
に
合
わ
せ
て
す
る
踊お
ど

り
を
主
に
し
、
狂
言
は
能
の
合
間
に
す
る
対
話
を
中
心
と

し
た
せ
り
ふ
劇
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
後
の
〔
問
一
〕
～
〔
問
十
〕
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
問

題
は
、
す
べ
て
句
読
点
や
括か
っ

弧こ

な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。

　
わ
た
し
が
狂
言
と
い
う
も
の
を
は
じ
め
て
見
た
の
は
、
小
学
生
の
こ
ろ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
能の

う
が
く
ど
う

楽
堂
と
い
う
、
能

と
狂
言
を
上
演
す
る
た
め
の
特
別
な
造
り
の
劇
場
が
あ
っ
て
、
父
母
に
つ
れ
ら
れ
て
そ
こ
へ
見
に
行
っ
た
の
で
す
。

行
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
に
は
説
明
す
る
必
要
は
な
い
の
で
す
が
、
子
ど
も
だ
っ
た
わ
た
し
が
ま
ず
び
っ
く
り
し
た
の

は
、
舞ぶ

台た
い

に
屋
根
が
つ
い
て
い
る
こ
と
と
、
舞
台
の
正
面
の
壁か
べ

に
大
き
な
松
の
絵
が
描え
が

い
て
あ
る
こ
と
で
し
た
。
ふ
つ

う
の
劇
場
と
ち
が
っ
て
、
幕
も
あ
り
ま
せ
ん
。
開
演
の
ベ
ル
も
鳴
り
ま
せ
ん
。
音
楽
を
演
奏
す
る
人
た
ち
と
、
地じ
う
た
い謡
と

呼
ば
れ
る
合
唱
団
が
、
ひ
と
り
ず
つ
静
か
に
舞
台
に
出
て
き
て
、
や
が
て
か
け
声
と
と
も
に※

１鼓つ
づ
みの
音
が
舞
台
に
鳴
り
ひ

び
き
ま
す
。

　
そ
し
て
し
ば
ら
く
た
っ
て
、
だ
れ
だ
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
美
し
い
衣い
し
ょ
う装
を
着
て
面め
ん

を
つ
け
た
人
が
、
気
が
遠
く

な
る
ほ
ど
ゆ
っ
く
り
し
た
足
ど
り
で
、
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
の
で
す
。
能
は
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
は
じ
ま
り
ま
す
。

セ
リ
フ
は
話
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
独
特
の
節ふ
し

を
つ
け
て
と
な
え
ら
れ
ま
す
。
筋す
じ

を
前
も
っ
て
読
ん
で
お
か
な
け
れ

ば
、
意
味
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
り
ま
せ
ん
。
な
に
か
と
ん
で
も
な
く
重
大
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
感
じ

ら
れ
る
の
で
す
が
、
子
ど
も
だ
っ
た
わ
た
し
に
は
能
は
死
ぬ
ほ
ど
退た
い
く
つ屈
で
し
た
。
能
の
よ
さ
が
わ
か
り
、
能
に
感
動
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大お
と
な人
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

　
し
か
し
能
に
く
ら
べ
る
と
、
狂
言
は
小
学
生
だ
っ
た
わ
た
し
に
も
お
お
い
に
楽
し
め
ま
し
た
。
ま
ず
セ
リ
フ
が
能
と

ち
が
っ
て
、
ふ
だ
ん
わ
た
し
た
ち
が
話
し
て
い
る
こ
と
ば
と
似
て
い
ま
す
か
ら
、
は
る
か
に
わ
か
り
や
す
い
の
で
す
。

能
で
は
登
場
人
物
が
有
名
な
人
だ
っ
た
り
、
幽ゆ
う
れ
い霊
だ
っ
た
り
し
て
、
悲
し
い
重
々
し
い
話
が
多
い
の
で
す
が
、
狂
言
で

は
、
出
て
く
る
の
が
わ
た
し
た
ち
と
お
な
じ
ご
く
ふ
つ
う
の
人
々
で
す
。
殿と
の
さ
ま様
も
出
て
き
ま
す
が
、
だ
い
た
い
家
来
に

バ
カ
に
さ
れ
ま
す
し
、
太た

郎ろ
う

冠か

者じ
ゃ

と
呼
ば
れ
る
家
来
も
、
間
が
ぬ
け
て
い
た
り
、
ず
る
か
っ
た
り
し
て
、
昔
の
人
で
は

あ
る
の
で
す
が
、
今
の
人
と
共
通
し
た
と
こ
ろ
が
多
く
、
見
て
い
る
と
時
代
の
ち
が
い
な
ん
か
ち
っ
と
も
気
に
な
ら
な

く
な
り
ま
す
。

　
そ
れ
に
筋
が
め
っ
ぽ
う
お
も
し
ろ
い
の
で
す
。
蚊か

と
相す
も
う撲
を
と
る
話
な
ん
て
な
か
な
か
思
い
つ
か
な
い
で
し
ょ
う
？

う
ち
の
中
に
キ
ノ
コ
が
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
生
え
て
く
る
話
な
ん
か
も
？
　
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
話
な
の
に
、
い

や
、
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
話
だ
か
ら
こ
そ
、
な
ん
と
も
お
お
ら
か
に
お
か
し
い
の
で
す
。
能
に
は
死
ぬ
ほ
ど
退
屈
し

ま
し
た
が
、
子
ど
も
だ
っ
た
わ
た
し
も
狂
言
に
は
死
ぬ
ほ
ど
笑
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
能
が
つ
ま
ら
な
い
と

い
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
能
と
狂
言
は
い
っ
し
ょ
に
上
演
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
が
、
そ
の
組
み
合
わ
せ

は
人
生
の
お
か
し
な
面め
ん

と
あ
わ
れ
な
面
、
明
る
い
面
と
暗
い
面
を
み
ご
と
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
セ
リ
フ
の
や
り
と
り
に
く
り
か
え
し
が
多
い
の
も
、
狂
言
の
特と
く
ち
ょ
う徴の
ひ
と
つ
で
し
ょ
う
。
ほ
ん
と
う
は
く
り
か
え
し

を
省
略
し
て
も
意
味
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
通
じ
る
の
で
す
が
、
話
の
の
ん
び
り
し
た
展
開
が
狂
言
の
特
徴
の
ひ
と
つ
だ
と
思

う
の
で
、
わ
た
し
は
わ
ざ
と
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
ま
し
た
。
現
代
日
本
の
　
　
　
　
し
た
生
活
に
は
な
い
、
時
間
の

ゆ
っ
た
り
し
た
流
れ
か
た
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
か
ら
で
す
。
で
も
、
ゆ
っ
た
り
は
し
て
い
ま
す
が
、
狂
言
は
全
然
も

①

②

③

④

⑤

Ａ

一

（
1

）

午
前
入
試
　
国
語



（
中
二
）

た
も
た
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
き
び
き
び
し
た
テ
ン
ポ
で
話
は
進
ん
で
い
き
ま
す
。
妙み
ょ
うな
思
い
入
れ
や
心
理
描び
ょ
う
し
ゃ写

な
ど
が
な
く
、
ド
ラ
マ
が
登
場
人
物
の
具
体
的
な
行
動
だ
け
で
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
狂
言
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
ほ
ん
と
う
は
そ
れ
を
本
で
読
む
だ
け
で
は
た
り
ま
せ

ん
。
狂
言
は
あ
く
ま
で
も
舞
台
で
見
て
聞
い
て
楽
し
む
も
の
で
す
。
役
者
の
顔
の
表
情
や
、
し
ぐ
さ
の
お
も
し
ろ
さ
、

セ
リ
フ
と
セ
リ
フ
の
や
り
と
り
の
あ
い
だ
の
呼
吸
の
よ
さ
、
舞
台
を
ぐ
る
り
と
歩
く
だ
け
で
場
所
が
か
わ
っ
て
し
ま
う

そ
の
ス
ピ
ー
ド
感
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
役
者
た
ち
の
よ
く
鍛た
ん
れ
ん練
さ
れ
た
声
と
、
能
と
は
ま
た
ち
が
う
そ
の

※
２抑よ
く
よ
う揚
の
す
ば

ら
し
さ
、
狂
言
の
魅み
り
ょ
く力
は
か
ぞ
え
あ
げ
れ
ば
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
わ
た
し
も
じ
つ
は
能
舞
台
で
と
き
ど
き
詩
を
朗
読
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、
自
分
の
声
の
貧
し
さ
を

い
た
い
く
ら
い
感
じ
ま
す
。
狂
言
の
役
者
た
ち
の
、
あ
の
す
み
ず
み
ま
で
明
る
く
ひ
び
き
わ
た
る
声
は
、
子
ど
も
の
こ

ろ
か
ら
の
訓
練
に
よ
っ
て
出
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
発
声
だ
け
で
な
く
、
演※
３

出
も
演
技
も
長
い
あ
い
だ

か
か
っ
て
先
生
か
ら
教
え
ら
れ
て
、
や
っ
と
自
分
の
も
の
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
古
典
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
奥お
く
ぶ
か深

さ
は
、
そ
う
い
う
積
み
重
ね
な
し
で
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

　
で
も
、
　
　
　
　
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
も
し
あ
な
た
が
た
が
こ
の
狂
言
の
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
自
分
た
ち
も
ひ

と
つ
文
化
祭
で
や
っ
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
ら
、
遠え
ん
り
ょ慮
し
な
い
で
ど
ん
ど
ん
上
演
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
も

ち
ろ
ん
ほ
ん
も
の
の
狂
言
を
実
際
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
ら
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
テ
レ
ビ
や
ビ
デ

オ
で
見
て
学
ぶ
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
か
ら
自
分
た
ち
な
り
の
声
で
、
演
技
で
、
演
出
で
狂
言
を
上
演
す
れ
ば
、

き
っ
と
わ
た
し
た
ち
が
先
祖
か
ら
う
け
つ
い
で
き
た
古
典
と
い
う
も
の
の
す
ば
ら
し
さ
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
思

い
ま
す
。

（
谷
川
俊
太
郎
『
21
世
紀
版
少
年
少
女
古
典
文
学
館
15
　
能
・
狂
言
』）

　
※
１
　
鼓･･･

木
製
の
筒つ
つ

の
両
側
に
皮
を
張
っ
て
、
手
で
打
っ
て
鳴
ら
す
よ
う
に
作
ら
れ
た
打
楽
器
。

　
※
２
　
抑
揚･･･

声
、
動
き
、
音
楽
な
ど
の
調
子
に
変
化
を
つ
け
る
こ
と
。

　
※
３
　
演
出･･･

�

演
劇
や
映
画
な
ど
で
、
脚き
ゃ
く
ほ
ん本（
台
本
）
を
元
に
し
て
演
技
や
音
楽
の
指
図
を
し
た
り
、
全
体
を
ま

と
め
た
り
す
る
こ
と
。

⑥

⑦

ⓐ

ⓑ

⑧

Ｂ

（
2

）



（
中
二
）

た
も
た
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
き
び
き
び
し
た
テ
ン
ポ
で
話
は
進
ん
で
い
き
ま
す
。
妙み
ょ
うな
思
い
入
れ
や
心
理
描び
ょ
う
し
ゃ写

な
ど
が
な
く
、
ド
ラ
マ
が
登
場
人
物
の
具
体
的
な
行
動
だ
け
で
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
狂
言
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
ほ
ん
と
う
は
そ
れ
を
本
で
読
む
だ
け
で
は
た
り
ま
せ

ん
。
狂
言
は
あ
く
ま
で
も
舞
台
で
見
て
聞
い
て
楽
し
む
も
の
で
す
。
役
者
の
顔
の
表
情
や
、
し
ぐ
さ
の
お
も
し
ろ
さ
、

セ
リ
フ
と
セ
リ
フ
の
や
り
と
り
の
あ
い
だ
の
呼
吸
の
よ
さ
、
舞
台
を
ぐ
る
り
と
歩
く
だ
け
で
場
所
が
か
わ
っ
て
し
ま
う

そ
の
ス
ピ
ー
ド
感
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
役
者
た
ち
の
よ
く
鍛た
ん
れ
ん練
さ
れ
た
声
と
、
能
と
は
ま
た
ち
が
う
そ
の

※
２抑よ
く
よ
う揚
の
す
ば

ら
し
さ
、
狂
言
の
魅み
り
ょ
く力
は
か
ぞ
え
あ
げ
れ
ば
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
わ
た
し
も
じ
つ
は
能
舞
台
で
と
き
ど
き
詩
を
朗
読
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、
自
分
の
声
の
貧
し
さ
を

い
た
い
く
ら
い
感
じ
ま
す
。
狂
言
の
役
者
た
ち
の
、
あ
の
す
み
ず
み
ま
で
明
る
く
ひ
び
き
わ
た
る
声
は
、
子
ど
も
の
こ

ろ
か
ら
の
訓
練
に
よ
っ
て
出
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
発
声
だ
け
で
な
く
、
演※
３

出
も
演
技
も
長
い
あ
い
だ

か
か
っ
て
先
生
か
ら
教
え
ら
れ
て
、
や
っ
と
自
分
の
も
の
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
古
典
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
奥お
く
ぶ
か深

さ
は
、
そ
う
い
う
積
み
重
ね
な
し
で
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

　
で
も
、
　
　
　
　
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
も
し
あ
な
た
が
た
が
こ
の
狂
言
の
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
自
分
た
ち
も
ひ

と
つ
文
化
祭
で
や
っ
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
ら
、
遠え
ん
り
ょ慮
し
な
い
で
ど
ん
ど
ん
上
演
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
も

ち
ろ
ん
ほ
ん
も
の
の
狂
言
を
実
際
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
ら
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
テ
レ
ビ
や
ビ
デ

オ
で
見
て
学
ぶ
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
か
ら
自
分
た
ち
な
り
の
声
で
、
演
技
で
、
演
出
で
狂
言
を
上
演
す
れ
ば
、

き
っ
と
わ
た
し
た
ち
が
先
祖
か
ら
う
け
つ
い
で
き
た
古
典
と
い
う
も
の
の
す
ば
ら
し
さ
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
思

い
ま
す
。

（
谷
川
俊
太
郎
『
21
世
紀
版
少
年
少
女
古
典
文
学
館
15
　
能
・
狂
言
』）

　
※
１
　
鼓･･･

木
製
の
筒つ
つ

の
両
側
に
皮
を
張
っ
て
、
手
で
打
っ
て
鳴
ら
す
よ
う
に
作
ら
れ
た
打
楽
器
。

　
※
２
　
抑
揚･･･

声
、
動
き
、
音
楽
な
ど
の
調
子
に
変
化
を
つ
け
る
こ
と
。

　
※
３
　
演
出･･･

�

演
劇
や
映
画
な
ど
で
、
脚き
ゃ
く
ほ
ん本（
台
本
）
を
元
に
し
て
演
技
や
音
楽
の
指
図
を
し
た
り
、
全
体
を
ま

と
め
た
り
す
る
こ
と
。

⑥

⑦

ⓐ

ⓑ

⑧

Ｂ

（
中
三
）

〔
問
一
〕�

　
　　
　
　線
部
ⓐ
「
し
ぐ
さ
」、
ⓑ
「
声
の
貧
し
さ
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ

の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

　　
　
　
ⓐ
「
し
ぐ
さ
」

　
　
　
　
ア
　
演
奏
や
踊
り

　
　
　
　
イ
　
場
面
や
背
景

　
　
　
　
ウ
　
動
作
や
身
ぶ
り

　
　
　
　
エ
　
稽け
い

古こ

や
練
習

　
　
　
ⓑ
「
声
の
貧
し
さ
」

　
　
　
　
ア
　
声
が
低
く
か
す
れ
て
い
る
さ
ま

　
　
　
　
イ
　
声
が
小
さ
く
弱
々
し
い
さ
ま

　
　
　
　
ウ
　
声
に
か
げ
り
が
あ
る
さ
ま

　
　
　
　
エ
　
声
が
勇
ま
し
く
な
い
さ
ま

〔
問
二
〕�

　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び

な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
わ
く
わ
く
　
　
　
イ
　
ざ
わ
ざ
わ
　
　
　
ウ
　
そ
わ
そ
わ
　
　
　
エ
　
せ
か
せ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
び
く
び
く
　
　
　
イ
　
こ
そ
こ
そ
　
　
　
ウ
　
め
そ
め
そ
　
　
　
エ
　
い
ら
い
ら

〔
問
三
〕�

　
　　
　
　線
部
①
「
ふ
つ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
反
対
の
意
味
を
表
す
言
葉
を
本
文
か
ら
二
字
で
ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

〔
問
四
〕�

　
　　
　
　線
部
②
「
退
屈
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
表
現
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
、
本

文
か
ら
五
字
で
ぬ
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

Ａ

Ｂ

ＡＢ

（
3

）



（
中
四
）

〔
問
五
〕�

　
　　
　
　線
部
③
「
能
の
よ
さ
が
わ
か
り
、
能
に
感
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大お
と
な人
に
な
っ
て
か
ら
で

す
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
能
の
よ
さ
」
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
か
。
そ
の

説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
能
楽
堂
の
舞
台
の
壁
に
大
き
な
松
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
。

　
　
　
　
イ
　
人
生
の
あ
わ
れ
な
面
や
暗
い
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

　
　
　
　
ウ
　
狂
言
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
同
じ
場
所
で
上
演
さ
れ
る
と
こ
ろ
。

　
　
　
　
エ
　
美
し
い
衣
装
を
着
た
人
が
奥
ゆ
か
し
く
役
を
演
じ
る
と
こ
ろ
。

〔
問
六
〕�

　
　　
　
　線
部
④
「
狂
言
は
小
学
生
だ
っ
た
わ
た
し
に
も
お
お
い
に
楽
し
め
ま
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
カ
の
中
か
ら
三
つ
選

び
な
さ
い
。
答
え
の
順
番
は
問
い
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
ア�

　
日
ご
ろ
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
言
葉
と
狂
言
の
セ
リ
フ
が
似
て
い
る
の
で
、
と
て
も
理
解
し
や
す
い
か

ら
。

　
　
　
　
イ�

　
登
場
人
物
の
心
の
動
き
を
注
意
し
て
と
ら
え
て
、
じ
っ
く
り
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
場
面
が
あ
る

の
で
、
奥
深
さ
を
実
感
で
き
る
か
ら
。

　
　
　
　
ウ�

　
人
生
の
喜き

ど怒
哀あ
い
ら
く楽
を
全
面
に
押
し
出
し
て
感
情
を
強
く
表
す
の
で
、
迫
力
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
。

　
　
　
　
エ�

　
セ
リ
フ
が
独
特
の
節
を
付
け
て
と
な
え
ら
れ
る
の
で
聞
き
取
り
や
す
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
気
分
が
高
ぶ

る
よ
う
に
な
る
か
ら
。

　
　
　
　
オ�

　
話
の
中
に
出
て
く
る
人
た
ち
が
、
時
代
が
違
っ
て
も
現
代
人
と
同
じ
よ
う
に
親
し
み
の
あ
る
身
近
な
存

在
に
感
じ
る
か
ら
。

　
　
　
　
カ�

　
実
際
に
は
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
が
現
実
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
話
の
展
開
が
興
味
深

い
か
ら
。

〔
問
七
〕�

　
　　
　
　線
部
⑤
「
の
ん
び
り
し
た
展
開
」
と
あ
り
ま
す
が
、
狂
言
が
こ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
ど
う

し
て
で
す
か
。
そ
の
理
由
に
あ
た
る
部
分
を
解
答
ら
ん
に
合
う
よ
う
に
、
本
文
か
ら
二
十
字
以
内
で
ぬ
き
出

し
て
答
え
な
さ
い
。

（
4

）



（
中
四
）

〔
問
五
〕�

　
　　
　
　線
部
③
「
能
の
よ
さ
が
わ
か
り
、
能
に
感
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大お
と
な人
に
な
っ
て
か
ら
で

す
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
能
の
よ
さ
」
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
か
。
そ
の

説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
能
楽
堂
の
舞
台
の
壁
に
大
き
な
松
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
。

　
　
　
　
イ
　
人
生
の
あ
わ
れ
な
面
や
暗
い
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

　
　
　
　
ウ
　
狂
言
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
同
じ
場
所
で
上
演
さ
れ
る
と
こ
ろ
。

　
　
　
　
エ
　
美
し
い
衣
装
を
着
た
人
が
奥
ゆ
か
し
く
役
を
演
じ
る
と
こ
ろ
。

〔
問
六
〕�

　
　　
　
　線
部
④
「
狂
言
は
小
学
生
だ
っ
た
わ
た
し
に
も
お
お
い
に
楽
し
め
ま
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
カ
の
中
か
ら
三
つ
選

び
な
さ
い
。
答
え
の
順
番
は
問
い
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
ア�

　
日
ご
ろ
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
言
葉
と
狂
言
の
セ
リ
フ
が
似
て
い
る
の
で
、
と
て
も
理
解
し
や
す
い
か

ら
。

　
　
　
　
イ�

　
登
場
人
物
の
心
の
動
き
を
注
意
し
て
と
ら
え
て
、
じ
っ
く
り
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
場
面
が
あ
る

の
で
、
奥
深
さ
を
実
感
で
き
る
か
ら
。

　
　
　
　
ウ�

　
人
生
の
喜き

ど怒
哀あ
い
ら
く楽
を
全
面
に
押
し
出
し
て
感
情
を
強
く
表
す
の
で
、
迫
力
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
。

　
　
　
　
エ�

　
セ
リ
フ
が
独
特
の
節
を
付
け
て
と
な
え
ら
れ
る
の
で
聞
き
取
り
や
す
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
気
分
が
高
ぶ

る
よ
う
に
な
る
か
ら
。

　
　
　
　
オ�

　
話
の
中
に
出
て
く
る
人
た
ち
が
、
時
代
が
違
っ
て
も
現
代
人
と
同
じ
よ
う
に
親
し
み
の
あ
る
身
近
な
存

在
に
感
じ
る
か
ら
。

　
　
　
　
カ�

　
実
際
に
は
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
が
現
実
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
話
の
展
開
が
興
味
深

い
か
ら
。

〔
問
七
〕�

　
　　
　
　線
部
⑤
「
の
ん
び
り
し
た
展
開
」
と
あ
り
ま
す
が
、
狂
言
が
こ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
ど
う

し
て
で
す
か
。
そ
の
理
由
に
あ
た
る
部
分
を
解
答
ら
ん
に
合
う
よ
う
に
、
本
文
か
ら
二
十
字
以
内
で
ぬ
き
出

し
て
答
え
な
さ
い
。

（
中
五
）

〔
問
八
〕�

　
　　
　
　線
部
⑥
「
き
び
き
び
し
た
テ
ン
ポ
で
話
は
進
ん
で
い
き
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
狂
言
が
こ
の
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
ど
う
し
て
で
す
か
。
そ
の
理
由
に
あ
た
る
部
分
を
解
答
ら
ん
に
合
う
よ
う
に
、
本
文

か
ら
二
十
五
字
以
内
で
ぬ
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

〔
問
九
〕�

　
　　
　
　線
部
⑦
「
狂
言
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
て
も
ら
う
た
め
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
読
者
で
あ
る

「
あ
な
た
が
た
」
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
か
。
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～

オ
の
中
か
ら
二
つ
選
び
な
さ
い
。
答
え
の
順
番
は
問
い
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
ア
　
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
古
典
を
勝
手
に
変
え
な
い
で
ほ
し
い
。

　
　
　
　
イ
　
こ
の
本
を
狂
言
学
習
の
ス
タ
ー
ト
と
し
て
ほ
し
い
。
　

　
　
　
　
ウ
　
自
由
な
考
え
方
で
み
ん
な
が
楽
し
め
る
狂
言
を
作
っ
て
ほ
し
い
。

　
　
　
　
エ
　
狂
言
を
よ
く
学
び
、
実
際
に
自
分
で
演
じ
て
ほ
し
い
。

　
　
　
　
オ
　
本
物
な
ど
を
手
本
に
そ
の
通
り
の
狂
言
を
上
演
し
て
ほ
し
い
。

〔
問
十
〕�

　
　　
　
　線
部
⑧
「
そ
う
い
う
積
み
重
ね
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
そ
う
い
う
積
み
重
ね
」
と
は
ど
う
い
う
こ

と
を
「
積
み
重
ね
」
る
こ
と
だ
と
筆
者
は
述
べ
て
ま
す
か
。
本
文
の
言
葉
を
用
い
て
解
答
ら
ん
に
合
う
よ
う

簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。

（
5

）



（
中
六
）

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
〔
問
一
〕
～
〔
問
八
〕
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
問
題
は
、
す
べ

て
句
読
点
や
括か
っ

弧こ

な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。

　
幼
い
こ
ろ
に
母
を
亡
く
し
た
莉り

こ子
は
、
中
学
2
年
生
の
夏
休
み
に
祖
父
の
一い
っ
し
ゅ
う
き

周
忌
の
た
め
、
再
婚
し
た
父
と
と

�

も
に
多
く
の
親し
ん
せ
き戚
ら
が
集
ま
る
祖
父
の
家
を
訪
れ
た
。

「
こ
こ
に

※
１蓮は
す

の
花
を
咲さ

か
せ
た
の
は
ね
、
あ
な
た
の
お
じ
い
さ
ま
な
ん
で
す
よ
」

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
？
」

　
え
え
、
と
う
な
ず
い
て
、
小さ

よ

こ
夜
子
お
ば
さ
ん
は
、
こ
と
ば
を
続
け
た
。

「
な
ん
で
も
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
種
類
の
蓮
だ
と
か
。
普ふ

通つ
う

は
※
２地ち

か下
茎け
い

で
増
や
す
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
蓮
は
種
か
ら

育
て
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
な
か
な
か
思
い
ど
お
り
に
い
か
な
い
時
期
も
あ
っ
て
、
ご
苦
労
さ
れ
て
い
ま
し
た
よ
。
そ
の

年
に
よ
っ
て
咲
い
た
り
、
咲
か
な
か
っ
た
り
。
今
年
は
ま
あ
、
ど
う
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
ん
な
に
も
立
派
な
花
が

咲
く
な
ん
て
、
う
れ
し
い
こ
と
で
す
ね
え
」

　
ほ
の
か
な
甘あ
ま

い
香か
お

り
に
包
ま
れ
て
、
ま
る
で
そ
の
場
所
だ
け
日
常
か
ら
切
り
離は
な

さ
れ
た
、
　
　
　
　
の
よ
う
だ
っ

た
。
よ
く
見
る
と
大
き
な
丸
い
葉
の
中
央
で
、
く
つ
く
つ
と
無
数
の

※
３気き

泡ほ
う

が
立
っ
て
い
る
。
朝
が
た
の
露つ
ゆ

の
水す
い
て
き滴
が
す

べ
り
落
ち
て
そ
こ
に
た
ま
り
、
陽ひ

に
焼
か
れ
て
煮に

た
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
こ
の
花
を
見
る
と
、
思
い
出
す
ん
で
す
。
わ
た
し
は
子
ど
も
の
こ
ろ
、
お
盆ぼ
ん

と
お
正
月
に
は
必
ず
こ
の
家
を
訪お
と
ずれ
て

お
り
ま
し
た
。
当
時
、

※
４離は
な

れ
に
ひ
と
り
の
ご
婦
人
が
住
ん
で
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
ね
。
ち
ょ
っ
と
気
難
し
い
と
こ
ろ
も

あ
る
か
た
で
し
た
け
ど
、
わ
た
し
が
こ
こ
に
来
る
た
び
に
自
分
の
部
屋
に
招
き
入
れ
て
く
だ
さ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
は

お
も
し
ろ
い
お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。
古
い
民
話
や
、
異
国
の
話
や
、
ご
自
分
の
む
か
し
の
お
話
な
ど

を
ね
。
も
う
か
な
り
お
歳と
し

を
召め

し
た
か
た
で
、
そ
う
、
今
の
わ
た
し
く
ら
い
の
」

　
広ひ
ろ
え
ん縁
の

※
５

軒の
き

に
つ
る
さ
れ
て
い
た
鋳い

物も
の

の
風ふ
う
り
ん鈴
が
、
ち
り
り
ん
、
と
鳴
っ
て
、
家
の
中
を
風
が
ひ
と
わ
た
り
通
り
抜ぬ

け

て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
風
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
開
き
き
っ
た
蓮
の
花
び
ら
が
ひ※
６

と
ひ
ら
、
ふ
た
ひ
ら

と
、
音
も
な
く
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
っ
た
。

「
そ
の
ご
婦
人
は
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
特
別
な
蓮
の
花
で
す
よ
っ
て
。
こ
れ
ほ
ど
鮮あ
ざ

や
か
な
紅
色
を
し
た
蓮
の
花

は
、
そ
う
そ
う
あ
る
も
の
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
た
い
し
た
も
の
で
し
ょ
う
、
見
事
で
し
ょ
う
っ
て
、
ま
る
で
、
ご
自
分

が
世
話
を
し
て
育
て
た
よ
う
な
口
ぶ
り
で
ね
」

　
小
夜
子
お
ば
さ
ん
は
そ
こ
ま
で
言
う
と
、
ゆ
っ
く
り
と
莉
子
の
ほ
う
に
顔
を
向
け
た
。

「
あ
の
ふ
っ
く
ら
し
た
つ
ぼ
み
の
中
に
は
何
が
入
っ
て
い
る
か
、
あ
な
た
、
ご
存
じ
？
」

　
唐と
う
と
つ突
な
問
い
か
け
に
、
莉
子
は
な
ん
と
こ
た
え
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、

「
つ
ぼ
み
の
中
に
？
」

と
返
し
て
、
そ
れ
か
ら
先
は
口
ご
も
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
小
夜
子
お
ば
さ
ん
は
、
楽
し
そ
う
に
ほ
ほ
笑え

み
な
が
ら
、

Ａ
ⓐ

①

二
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（
中
六
）

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
〔
問
一
〕
～
〔
問
八
〕
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
問
題
は
、
す
べ

て
句
読
点
や
括か
っ

弧こ

な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。

　
幼
い
こ
ろ
に
母
を
亡
く
し
た
莉り

こ子
は
、
中
学
2
年
生
の
夏
休
み
に
祖
父
の
一い
っ
し
ゅ
う
き

周
忌
の
た
め
、
再
婚
し
た
父
と
と

�

も
に
多
く
の
親し
ん
せ
き戚
ら
が
集
ま
る
祖
父
の
家
を
訪
れ
た
。

「
こ
こ
に

※
１蓮は
す

の
花
を
咲さ

か
せ
た
の
は
ね
、
あ
な
た
の
お
じ
い
さ
ま
な
ん
で
す
よ
」

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
？
」

　
え
え
、
と
う
な
ず
い
て
、
小さ

よ

こ
夜
子
お
ば
さ
ん
は
、
こ
と
ば
を
続
け
た
。

「
な
ん
で
も
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
種
類
の
蓮
だ
と
か
。
普ふ

通つ
う

は
※
２地ち

か下
茎け
い

で
増
や
す
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
蓮
は
種
か
ら

育
て
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
な
か
な
か
思
い
ど
お
り
に
い
か
な
い
時
期
も
あ
っ
て
、
ご
苦
労
さ
れ
て
い
ま
し
た
よ
。
そ
の

年
に
よ
っ
て
咲
い
た
り
、
咲
か
な
か
っ
た
り
。
今
年
は
ま
あ
、
ど
う
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
ん
な
に
も
立
派
な
花
が

咲
く
な
ん
て
、
う
れ
し
い
こ
と
で
す
ね
え
」

　
ほ
の
か
な
甘あ
ま

い
香か
お

り
に
包
ま
れ
て
、
ま
る
で
そ
の
場
所
だ
け
日
常
か
ら
切
り
離は
な

さ
れ
た
、
　
　
　
　
の
よ
う
だ
っ

た
。
よ
く
見
る
と
大
き
な
丸
い
葉
の
中
央
で
、
く
つ
く
つ
と
無
数
の

※
３気き

泡ほ
う

が
立
っ
て
い
る
。
朝
が
た
の
露つ
ゆ

の
水す
い
て
き滴
が
す

べ
り
落
ち
て
そ
こ
に
た
ま
り
、
陽ひ

に
焼
か
れ
て
煮に

た
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
こ
の
花
を
見
る
と
、
思
い
出
す
ん
で
す
。
わ
た
し
は
子
ど
も
の
こ
ろ
、
お
盆ぼ
ん

と
お
正
月
に
は
必
ず
こ
の
家
を
訪お
と
ずれ
て

お
り
ま
し
た
。
当
時
、

※
４離は
な

れ
に
ひ
と
り
の
ご
婦
人
が
住
ん
で
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
ね
。
ち
ょ
っ
と
気
難
し
い
と
こ
ろ
も

あ
る
か
た
で
し
た
け
ど
、
わ
た
し
が
こ
こ
に
来
る
た
び
に
自
分
の
部
屋
に
招
き
入
れ
て
く
だ
さ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
は

お
も
し
ろ
い
お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。
古
い
民
話
や
、
異
国
の
話
や
、
ご
自
分
の
む
か
し
の
お
話
な
ど

を
ね
。
も
う
か
な
り
お
歳と
し

を
召め

し
た
か
た
で
、
そ
う
、
今
の
わ
た
し
く
ら
い
の
」

　
広ひ
ろ
え
ん縁
の

※
５

軒の
き

に
つ
る
さ
れ
て
い
た
鋳い

物も
の

の
風ふ
う
り
ん鈴
が
、
ち
り
り
ん
、
と
鳴
っ
て
、
家
の
中
を
風
が
ひ
と
わ
た
り
通
り
抜ぬ

け

て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
風
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
開
き
き
っ
た
蓮
の
花
び
ら
が
ひ※
６

と
ひ
ら
、
ふ
た
ひ
ら

と
、
音
も
な
く
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
っ
た
。

「
そ
の
ご
婦
人
は
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
特
別
な
蓮
の
花
で
す
よ
っ
て
。
こ
れ
ほ
ど
鮮あ
ざ

や
か
な
紅
色
を
し
た
蓮
の
花

は
、
そ
う
そ
う
あ
る
も
の
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
た
い
し
た
も
の
で
し
ょ
う
、
見
事
で
し
ょ
う
っ
て
、
ま
る
で
、
ご
自
分

が
世
話
を
し
て
育
て
た
よ
う
な
口
ぶ
り
で
ね
」

　
小
夜
子
お
ば
さ
ん
は
そ
こ
ま
で
言
う
と
、
ゆ
っ
く
り
と
莉
子
の
ほ
う
に
顔
を
向
け
た
。

「
あ
の
ふ
っ
く
ら
し
た
つ
ぼ
み
の
中
に
は
何
が
入
っ
て
い
る
か
、
あ
な
た
、
ご
存
じ
？
」

　
唐と
う
と
つ突
な
問
い
か
け
に
、
莉
子
は
な
ん
と
こ
た
え
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、

「
つ
ぼ
み
の
中
に
？
」

と
返
し
て
、
そ
れ
か
ら
先
は
口
ご
も
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
小
夜
子
お
ば
さ
ん
は
、
楽
し
そ
う
に
ほ
ほ
笑え

み
な
が
ら
、

Ａ
ⓐ

①
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七
）

「
わ
た
し
も
同
じ
質
問
を
さ
れ
て
、
困
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ご
婦
人
は
こ
う
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
あ
の
つ
ぼ
み
の

中
に
は
、『
想お
も

い
』
が
詰つ

ま
っ
て
い
る
ん
で
す
っ
て
」

「
想
い
？
」

　
莉
子
は
、
聞
き
返
し
た
。

「
え
え
、
そ
う
。
そ
れ
は
こ
と
ば
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
空
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
だ
れ
か
の
想
い
。
露
と
い
っ

し
ょ
に
蓮
の
中
に
し
み
こ
ん
で
根
や
茎く
き

を
め
ぐ
り
、
最
後
に
そ
れ
は
つ
ぼ
み
に
溜た

ま
っ
て
、
開
花
と
と
も
に
再
び
空
へ

と
放
た
れ
る
の
で
す
」

　
小
夜
子
お
ば
さ
ん
は
、
そ
の
ご
婦
人
の
こ
と
ば
を
ひ
と
こ
と
ひ
と
こ
と
、
て
い
ね
い
に
思
い
浮う

か
べ
る
よ
う
に
言
っ

た
。

「
受
け
取
っ
て
く
れ
る
人
が
現
れ
る
ま
で
、
同
じ
こ
と
が
何
度
も
繰く

り
返
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
喜
び
や
希
望
に
あ
ふ

れ
た
想
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
悲
し
み
や
苦
し
み
の
詰
ま
っ
た
想
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
尊
い
祈い
の

り
か
も
、
恐お
そ

ろ
し
い

呪の
ろ

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
蓮
の
つ
ぼ
み
が
開
く
時
、
ぽ
ん
、
と
音
が
し
て
、
そ
の
音
を
聞
い
た
人
だ
け
が
、
そ
こ
に

入
っ
て
い
た
想
い
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」

「
も
し
、
悲
し
い
想
い
を
受
け
取
っ
た
ら
、
ど
う
な
り
ま
す
か
？
　
呪
い
を
受
け
取
っ
て
し
ま
っ
た
ら
？
」

　
莉
子
は
、
思
わ
ず
身
を
乗
り
出
し
て
た
ず
ね
た
。

「
案
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
な
に
も
悪
さ
は
し
な
い
の
で
す
。
楽
し
い
想
い
を
受
け
取
っ
た
時
に
楽
し
い
と
感

じ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
悲
し
い
想
い
を
受
け
取
っ
た
時
は
、
悲
し
い
と
感
じ
れ
ば
い
い
の
で
す
。
呪
い
を
受
け
取
っ

た
な
ら
、
そ
の
呪
い
が
生
ま
れ
た
わ
け
を
考
え
て
み
れ
ば
い
い
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
」

　
蟬せ
み

の
声
が
、
い
っ
そ
う
に
ぎ
や
か
に
な
っ
た
。
ち
り
り
ん
、
と
風
鈴
が
鳴
っ
て
、
蓮
の
花
び
ら
が
ま
た
一
枚
は
ら
り

と
落
ち
た
。

「
あ
の
か
た
は
、
い
っ
た
い
だ
れ
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
ま
だ
幼
か
っ
た
わ
た
し
に
、
そ
ん
な
話
を
し
て
く

だ
さ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
気
に
な
っ
て
し
か
た
が
な
い
ん
で
す
よ
。
離
れ
に
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
ら
、
こ
の
家

に
ゆ
か
り
の
あ
る
か
た
に
ま
ち
が
い
な
い
は
ず
な
ん
で
す
け
ど
…
…
。
親し
ん
せ
き戚
の
皆み
な

さ
ん
は
お
若
い
か
ら
、
だ
れ
も
そ
の

ご
婦
人
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
ね
。
こ
ん
な
こ
と
な
ら
、
あ
な
た
の
お
じ
い
さ
ま
に
ち
ゃ
ん
と
聞
い
て
お
け

ば
よ
か
っ
た
わ
。
い
つ
か
聞
こ
う
、
で
も
い
つ
で
も
聞
け
る
か
ら
、
っ
て
。
結
局
、
そ
の
時
機
を
逃の
が

し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
今
さ
ら
後こ
う
か
い悔
し
て
も
、
し
か
た
の
な
い
こ
と
で
す
け
ど
ね
」

　
小
夜
子
お
ば
さ
ん
は
そ
う
言
っ
て
や
わ
ら
か
な
笑
み
を
浮
か
べ
る
と
、
莉
子
の
ほ
う
に
ひ
ざ
を
向
け
て
頭
を
下
げ

た
。

「
こ
ん
な
お
ば
あ
さ
ん
の
話
を
、
な
が
な
が
と
聞
い
て
く
だ
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
。
退た
い
く
つ屈
さ
れ
た
で
し
ょ
う
。
ご
め
ん

な
さ
い
ね
」

　
莉
子
は
あ
わ
て
て
首
を
振ふ

り
、

「
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
本
当
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
」

と
繰
り
返
し
た
。

「
あ
ら
あ
ら
、
せ
っ
か
く
入
れ
て
い
た
だ
い
た
お
茶
が
さ
め
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
」

　
そ
う
言
っ
て
小
夜
子
お
ば
さ
ん
は
、
紅
茶
の
カ
ッ
プ
を
手
に
取
っ
た
。

②

③

④
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（
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）

「
ど
う
ぞ
、
ご
ゆ
っ
く
り
」

　
莉
子
は
お
じ
ぎ
を
し
て
立
ち
あ
が
り
、
広
縁
を
あ
と
に
し
た
。

　
宴え
ん
か
い会
が
一
段
落
す
る
と
、
遠
く
か
ら
来
て
い
る
悦え
つ

代よ

お
ば
さ
ん
や
芙ふ

み美
お
ば
さ
ん
た
ち
は
、
帰
り
が
遅お
そ

く
な
ら
な
い

よ
う
に
と
早
々
に
自
宅
へ
引
き
あ
げ
て
い
っ
た
。

　
莉
子
は
、
台
所
で
あ
と
片
づ
け
を
手
伝
い
な
が
ら
、

「
ね
え
、
お
ば
さ
ん
」

と
、
た
ず
ね
て
み
た
。

「
蓮
の
花
が
開
く
時
、
ぽ
ん
、
っ
て
音
が
す
る
っ
て
本
当
？
」

　
洗
い
物
を
し
て
い
た
佳よ
し

乃の

お
ば
さ
ん
は
、

「
さ
あ
ね
え
。
そ
ん
な
話
は
聞
い
た
こ
と
な
い
な
あ
。
そ
れ
が
ど
う
し
た
ん
？
」

と
、
聞
き
返
し
て
き
た
。

　
莉
子
が
小
夜
子
お
ば
さ
ん
か
ら
聞
い
た
話
を
す
る
と
、
お
ば
さ
ん
は
、
へ
え
え
、
ふ
う
ん
、
と
相
づ
ち
を
打
っ
て
か

ら
、

「
そ
り
ゃ
あ
、
莉
子
ち
ゃ
ん
」

と
言
っ
て
、
手
を
止
め
た
。

「
あ
ん
た
は
、
小
夜
子
お
ば
ち
ゃ
ん
か
ら
宿
題
を
出
さ
れ
た
ん
よ
」

　
宿
題
、
と
い
う
こ
と
ば
に
少
々
戸と

惑ま
ど

っ
て
い
る
と
、

「
自
分
で
確
か
め
て
み
た
ら
？
　
う
ん
、
確
か
め
る
べ
き
や
」

　
佳
乃
お
ば
さ
ん
は
、
濡ぬ

れ
た
手
を
タ
オ
ル
で
ぬ
ぐ
い
な
が
ら
、
莉
子
の
ほ
う
を
振
り
返
っ
た
。

「
莉
子
ち
ゃ
ん
、
今
夜
は
泊と

ま
っ
て
い
か
ん
？
　
お
ば
さ
ん
、
し
ば
ら
く
こ
こ
に
残
っ
て
、
家
の
中
の
整
理
し
よ
う
思

う
と
っ
た
ん
よ
。
明
日
、
お
ば
さ
ん
が
車
で
莉
子
ち
ゃ
ん
の
家
ま
で
送
っ
て
あ
げ
る
い
ね
。
な
、
そ
う
し
」

「
う
ん
、
で
も
ね
…
…
」

　
今
日
は
こ
れ
か
ら
野
球
の
試
合
を
終
え
た
陸※
７

た
ち
と
待
ち
合
わ
せ
、
家
族
で
夕
食
に
出
か
け
る
予
定
だ
っ
た
。

「
そ
う
か
、
そ
れ
な
ら
し
か
た
な
い
ね
」

「
う
う
ん
、
お
ば
さ
ん
。
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
て
」

　
こ
の
ま
ま
答
え
を
知
ら
ず
に
帰
る
の
は
、
な
ん
だ
か
も
っ
た
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。

　
莉
子
は
急
い
で
台
所
を
出
る
と
、
ろ
う
か
を
通
っ
て
父
の
い
る
奥お
く

座ざ

敷し
き

に
向
か
っ
た
。
父
は
、
ま
だ
残
っ
て
い
た
親し
ん

戚せ
き

の
人
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
、
座ざ

卓た
く

や
座ざ

ぶ布
団と
ん

を
片
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
、

「
お
父
さ
ん
、
今
日
は
こ
こ
に
泊と

ま
っ
て
い
い
？
」

と
言
っ
て
い
き
さ
つ
を
話
す
と
、

「
い
い
よ
。
泊
ま
っ
て
い
き
な
さ
い
」

と
、
す
ぐ
に
許
し
て
く
れ
た
。

「
麻あ
さ

美み

マ

※
８

マ
と
陸
に
も
謝あ
や
まっ
て
お
い
て
」

「
わ
か
っ
た
。
佳
乃
お
ば
さ
ん
の
手
伝
い
も
し
っ
か
り
と
す
る
ん
だ
よ
」

ⓑ

ⓒ

⑤
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「
ど
う
ぞ
、
ご
ゆ
っ
く
り
」

　
莉
子
は
お
じ
ぎ
を
し
て
立
ち
あ
が
り
、
広
縁
を
あ
と
に
し
た
。

　
宴え
ん
か
い会
が
一
段
落
す
る
と
、
遠
く
か
ら
来
て
い
る
悦え
つ

代よ

お
ば
さ
ん
や
芙ふ

み美
お
ば
さ
ん
た
ち
は
、
帰
り
が
遅お
そ

く
な
ら
な
い

よ
う
に
と
早
々
に
自
宅
へ
引
き
あ
げ
て
い
っ
た
。

　
莉
子
は
、
台
所
で
あ
と
片
づ
け
を
手
伝
い
な
が
ら
、

「
ね
え
、
お
ば
さ
ん
」

と
、
た
ず
ね
て
み
た
。

「
蓮
の
花
が
開
く
時
、
ぽ
ん
、
っ
て
音
が
す
る
っ
て
本
当
？
」

　
洗
い
物
を
し
て
い
た
佳よ
し

乃の

お
ば
さ
ん
は
、

「
さ
あ
ね
え
。
そ
ん
な
話
は
聞
い
た
こ
と
な
い
な
あ
。
そ
れ
が
ど
う
し
た
ん
？
」

と
、
聞
き
返
し
て
き
た
。

　
莉
子
が
小
夜
子
お
ば
さ
ん
か
ら
聞
い
た
話
を
す
る
と
、
お
ば
さ
ん
は
、
へ
え
え
、
ふ
う
ん
、
と
相
づ
ち
を
打
っ
て
か

ら
、

「
そ
り
ゃ
あ
、
莉
子
ち
ゃ
ん
」

と
言
っ
て
、
手
を
止
め
た
。

「
あ
ん
た
は
、
小
夜
子
お
ば
ち
ゃ
ん
か
ら
宿
題
を
出
さ
れ
た
ん
よ
」

　
宿
題
、
と
い
う
こ
と
ば
に
少
々
戸と

惑ま
ど

っ
て
い
る
と
、

「
自
分
で
確
か
め
て
み
た
ら
？
　
う
ん
、
確
か
め
る
べ
き
や
」

　
佳
乃
お
ば
さ
ん
は
、
濡ぬ

れ
た
手
を
タ
オ
ル
で
ぬ
ぐ
い
な
が
ら
、
莉
子
の
ほ
う
を
振
り
返
っ
た
。

「
莉
子
ち
ゃ
ん
、
今
夜
は
泊と

ま
っ
て
い
か
ん
？
　
お
ば
さ
ん
、
し
ば
ら
く
こ
こ
に
残
っ
て
、
家
の
中
の
整
理
し
よ
う
思

う
と
っ
た
ん
よ
。
明
日
、
お
ば
さ
ん
が
車
で
莉
子
ち
ゃ
ん
の
家
ま
で
送
っ
て
あ
げ
る
い
ね
。
な
、
そ
う
し
」

「
う
ん
、
で
も
ね
…
…
」

　
今
日
は
こ
れ
か
ら
野
球
の
試
合
を
終
え
た
陸※
７

た
ち
と
待
ち
合
わ
せ
、
家
族
で
夕
食
に
出
か
け
る
予
定
だ
っ
た
。

「
そ
う
か
、
そ
れ
な
ら
し
か
た
な
い
ね
」

「
う
う
ん
、
お
ば
さ
ん
。
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
て
」

　
こ
の
ま
ま
答
え
を
知
ら
ず
に
帰
る
の
は
、
な
ん
だ
か
も
っ
た
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。

　
莉
子
は
急
い
で
台
所
を
出
る
と
、
ろ
う
か
を
通
っ
て
父
の
い
る
奥お
く

座ざ

敷し
き

に
向
か
っ
た
。
父
は
、
ま
だ
残
っ
て
い
た
親し
ん

戚せ
き

の
人
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
、
座ざ

卓た
く

や
座ざ

ぶ布
団と
ん

を
片
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
、

「
お
父
さ
ん
、
今
日
は
こ
こ
に
泊と

ま
っ
て
い
い
？
」

と
言
っ
て
い
き
さ
つ
を
話
す
と
、

「
い
い
よ
。
泊
ま
っ
て
い
き
な
さ
い
」

と
、
す
ぐ
に
許
し
て
く
れ
た
。

「
麻あ
さ

美み

マ

※
８

マ
と
陸
に
も
謝あ
や
まっ
て
お
い
て
」

「
わ
か
っ
た
。
佳
乃
お
ば
さ
ん
の
手
伝
い
も
し
っ
か
り
と
す
る
ん
だ
よ
」

ⓑ

ⓒ

⑤

（
中
九
）

　
そ
う
し
て
ま
た
急
い
で
台
所
に
引
き
返
し
、
父
の
許
可
を
も
ら
っ
て
き
た
こ
と
を
佳
乃
お
ば
さ
ん
に
告
げ
る
と
、

「
そ
う
か
ね
、
よ
か
っ
た
な
あ
、
莉
子
ち
ゃ
ん
」

と
、
お
ば
さ
ん
は
と
て
も
う
れ
し
そ
う
に
ほ
ほ
笑
ん
だ
。

「
言
う
の
を
忘
れ
と
っ
た
け
ど
、
蓮
の
花
が
咲
く
の
は
朝
早
い
か
ら
な
。
ひ
と
り
で
ち
ゃ
ん
と
起
き
ら
れ
る
？
」

「
う
ん
、
も
ち
ろ
ん
」

　
莉
子
は
こ
た
え
て
か
ら
、
母
の
生
ま
れ
た
こ
の
家
に
泊
ま
る
の
は
、
何
年
ぶ
り
の
こ
と
だ
ろ
う
、
振
り
返
っ
て
み

た
。
前
に
泊
ま
っ
た
時
は
、
ま
だ
元
気
な
祖
父
が
い
た
。
陸
や
、
親
戚
の
子
ど
も
た
ち
も
た
く
さ
ん
い
て
、
床と
こ

に
就つ

く

直
前
ま
で
家
中
を
走
り
ま
わ
っ
て
遊
ん
だ
。

（
本
田
昌
子
『
夏
の
朝
』）

　
※
1
　
蓮･･･

池
や
沼ぬ
ま

に
生
え
る
植
物
。
夏
、
白
色
ま
た
は
紅
色
な
ど
の
大
き
な
花
を
開
く
。

　
※
2
　
地
下
茎･･･

植
物
の
、
地
中
に
根
の
よ
う
に
の
び
て
る
く
き
。

　
※
3
　
気
泡･･･

液
体
、
ま
た
は
固
体
の
中
に
で
き
た
気
体
の
あ
わ
。

　
※
4
　
離
れ･･･

家
の
建
物
の
中
で
中
心
に
な
る
母お
も

屋や

と
は
別
に
建
て
た
家
。

　
※
5
　
広
縁･･･

幅は
ば

の
広
い
縁え
ん
が
わ側
。

　
※
6
　
ひ
と
ひ
ら
、
ふ
た
ひ
ら･･･

「
ひ
ら
」
は
う
す
く
ひ
ら
た
い
も
の
を
数
え
る
の
に
用
い
る
語
。

　
※
7
　
陸･･･

莉
子
の
弟
。

　
※
8
　
麻
美
マ
マ･･･

�

莉
子
は
父
と
再
婚
し
た
麻
美
を
「
お
母
さ
ん
」
と
呼
ぶ
に
は
抵
抗
が
あ
っ
て
、「
麻
美
マ

マ
」
と
呼
ん
で
い
る
。

⑥

（
9

）



〔
問
一
〕�

　
　　
　
　線
部
ⓐ
「
気
難
し
い
」、
ⓑ
「
一
段
落
す
る
」、
ⓒ
「
相
づ
ち
を
打
っ
て
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
ⓐ
「
気
難
し
い
」

　
　
　
　
ア
　
人
を
試
そ
う
と
す
る

　
　
　
　
イ
　
相
手
を
軽
く
あ
つ
か
う

　
　
　
　
ウ
　
落
ち
着
き
が
な
い

　
　
　
　
エ
　
機き

嫌げ
ん

が
と
り
に
く
い

　
　
　
ⓑ
「
一
段
落
す
る
」

　
　
　
　
ア
　
再
開
す
る

　
　
　
　
イ
　
ひ
と
区
切
り
つ
く
　
　

　
　
　
　
ウ
　
と
り
や
め
に
な
る
　
　

　
　
　
　
エ
　
真
っ
盛
り
に
な
る
　
　

　
　
　
ⓒ
「
相
づ
ち
を
打
っ
て
」

　
　
　
　
ア
　
莉
子
の
話
に
調
子
を
合
わ
せ
て

　
　
　
　
イ
　
莉
子
の
話
を
疑
っ
て

　
　
　
　
ウ
　
莉
子
の
話
を
聞
き
流
し
て

　
　
　
　
エ
　
莉
子
の
話
に
び
っ
く
り
し
て

〔
問
二
〕�

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

　
　
　
　
ア
　
外
国
　
　
　
　
イ
　
お
城
　
　
　
　
ウ
　
別
世
界
　
　
　
　
エ
　
新
天
地

Ａ

（
中
十
）

（
10）



〔
問
一
〕�

　
　　
　
　線
部
ⓐ
「
気
難
し
い
」、
ⓑ
「
一
段
落
す
る
」、
ⓒ
「
相
づ
ち
を
打
っ
て
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
ⓐ
「
気
難
し
い
」

　
　
　
　
ア
　
人
を
試
そ
う
と
す
る

　
　
　
　
イ
　
相
手
を
軽
く
あ
つ
か
う

　
　
　
　
ウ
　
落
ち
着
き
が
な
い

　
　
　
　
エ
　
機き

嫌げ
ん

が
と
り
に
く
い

　
　
　
ⓑ
「
一
段
落
す
る
」

　
　
　
　
ア
　
再
開
す
る

　
　
　
　
イ
　
ひ
と
区
切
り
つ
く
　
　

　
　
　
　
ウ
　
と
り
や
め
に
な
る
　
　

　
　
　
　
エ
　
真
っ
盛
り
に
な
る
　
　

　
　
　
ⓒ
「
相
づ
ち
を
打
っ
て
」

　
　
　
　
ア
　
莉
子
の
話
に
調
子
を
合
わ
せ
て

　
　
　
　
イ
　
莉
子
の
話
を
疑
っ
て

　
　
　
　
ウ
　
莉
子
の
話
を
聞
き
流
し
て

　
　
　
　
エ
　
莉
子
の
話
に
び
っ
く
り
し
て

〔
問
二
〕�

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

　
　
　
　
ア
　
外
国
　
　
　
　
イ
　
お
城
　
　
　
　
ウ
　
別
世
界
　
　
　
　
エ
　
新
天
地

Ａ

（
中
十
）

〔
問
三
〕�

　
　　
　
　線
部
①
「
そ
れ
か
ら
先
は
口
ご
も
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の
莉
子
の
気
持
ち

を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
小
夜
子
お
ば
さ
ん
の
突
然
の
問
い
か
け
に
、
ど
う
答
え
て
よ
い
か
と
ま
ど
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
イ
　
質
問
に
答
え
ら
れ
ず
「
つ
ぼ
み
の
中
に
？
」
と
逆
に
た
ず
ね
た
こ
と
を
は
ず
か
し
く
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
ウ
　
小
夜
子
お
ば
さ
ん
の
「
あ
な
た
、
ご
存
じ
？
」
と
い
う
強
い
言
葉
を
お
そ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
エ
　
つ
ぼ
み
の
中
に
入
っ
て
い
る
も
の
が
わ
か
ら
ず
、
返
答
す
る
こ
と
に
あ
せ
り
を
感
じ
て
い
る
。

〔
問
四
〕�

　
　　
　
　線
部
②
「
思
わ
ず
身
を
乗
り
出
し
て
た
ず
ね
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の
莉
子
の
気
持
ち
を

説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
受
け
取
っ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
気
に
な
っ
て
、
そ
の
先
を
聞
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
イ
　
受
け
取
る
人
が
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
る
の
か
、
続
き
を
早
く
聞
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
ウ
　
受
け
取
ら
な
い
で
す
む
方
法
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
教
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
エ
　
受
け
取
っ
た
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
、
恐
怖
を
感
じ
不
安
に
思
っ
て
い
る
。

〔
問
五
〕�

　
　　
　
　線
部
③
「
そ
の
時
機
を
逃
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア�

　
ご
婦
人
が
離
れ
に
住
ん
で
い
た
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
に
行
く
こ
と
に
気
が
引
け
て
し
ま
い
、
誰
な
の

か
確
か
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

　
　
　
　
イ�

　
ど
う
し
て
自
分
に
こ
の
よ
う
な
話
を
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
莉
子
が
小
夜
子
に
尋
ね
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

　
　
　
　
ウ�

　
祖
父
が
こ
の
蓮
を
ど
う
し
て
種
か
ら
育
て
よ
う
と
し
た
の
か
を
ご
婦
人
に
確
か
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

　
　
　
　
エ�

　
祖
父
が
亡
く
な
り
、
離
れ
の
ご
婦
人
が
誰
で
、
こ
の
話
を
な
ぜ
し
た
の
か
を
確
か
め
る
機
会
が
無
く

な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

（
中
十
一
）

（
11）



〔
問
六
〕�

　
　　
　
　線
部
④
「
こ
ん
な
お
ば
あ
さ
ん
の
話
を
、
な
が
な
が
と
聞
い
て
く
だ
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
」
と
あ

り
ま
す
が
、
小
夜
子
お
ば
さ
ん
は
莉
子
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
、
そ
の
説
明
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
蓮
の
花
が
咲
く
と
き
の
音
を
聞
き
続
け
る
こ
と
。

　
　
　
　
イ
　
莉
子
の
祖
父
の
想
い
を
感
じ
取
る
こ
と
。

　
　
　
　
ウ
　
今
年
も
見
事
に
蓮
の
花
が
咲
い
た
こ
と
。

　
　
　
　
エ
　
離
れ
の
女
性
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い
る
こ
と
。

〔
問
七
〕�

　
　　
　
　線
部
⑤
「
う
ん
、
確
か
め
る
べ
き
や
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
「
確
か
め
る
」
の

で
す
か
。
そ
の
答
え
に
あ
た
る
部
分
を
解
答
ら
ん
に
合
う
よ
う
に
、
本
文
か
ら
二
十
字
以
内
で
ぬ
き
出
し
て

答
え
な
さ
い
。

〔
問
八
〕�

　
　　
　
　線
部
⑥
「
急
い
で
台
所
に
引
き
返
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の
莉
子
を
説
明
し
た
も
の
と
し

て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
い
っ
し
ょ
に
夕
食
に
出
か
け
る
は
ず
だ
っ
た
家
族
に
申
し
訳
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
イ
　
佳
乃
お
ば
さ
ん
の
お
さ
そ
い
を
こ
こ
で
断
る
の
は
悪
い
こ
と
だ
と
判
断
し
て
い
る
。

　
　
　
　
ウ
　
小
夜
子
お
ば
さ
ん
か
ら
の
「
宿
題
」
の
答
え
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
エ
　
母
の
生
ま
れ
た
家
に
泊
ま
る
こ
と
が
な
つ
か
し
く
と
て
も
楽
し
み
に
思
っ
て
い
る
。

（
中
十
二
）

（
12）



〔
問
六
〕�

　
　　
　
　線
部
④
「
こ
ん
な
お
ば
あ
さ
ん
の
話
を
、
な
が
な
が
と
聞
い
て
く
だ
さ
っ
て
あ
り
が
と
う
」
と
あ

り
ま
す
が
、
小
夜
子
お
ば
さ
ん
は
莉
子
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
、
そ
の
説
明
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
蓮
の
花
が
咲
く
と
き
の
音
を
聞
き
続
け
る
こ
と
。

　
　
　
　
イ
　
莉
子
の
祖
父
の
想
い
を
感
じ
取
る
こ
と
。

　
　
　
　
ウ
　
今
年
も
見
事
に
蓮
の
花
が
咲
い
た
こ
と
。

　
　
　
　
エ
　
離
れ
の
女
性
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い
る
こ
と
。

〔
問
七
〕�

　
　　
　
　線
部
⑤
「
う
ん
、
確
か
め
る
べ
き
や
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
「
確
か
め
る
」
の

で
す
か
。
そ
の
答
え
に
あ
た
る
部
分
を
解
答
ら
ん
に
合
う
よ
う
に
、
本
文
か
ら
二
十
字
以
内
で
ぬ
き
出
し
て

答
え
な
さ
い
。

〔
問
八
〕�

　
　　
　
　線
部
⑥
「
急
い
で
台
所
に
引
き
返
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の
莉
子
を
説
明
し
た
も
の
と
し

て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
い
っ
し
ょ
に
夕
食
に
出
か
け
る
は
ず
だ
っ
た
家
族
に
申
し
訳
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
イ
　
佳
乃
お
ば
さ
ん
の
お
さ
そ
い
を
こ
こ
で
断
る
の
は
悪
い
こ
と
だ
と
判
断
し
て
い
る
。

　
　
　
　
ウ
　
小
夜
子
お
ば
さ
ん
か
ら
の
「
宿
題
」
の
答
え
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
エ
　
母
の
生
ま
れ
た
家
に
泊
ま
る
こ
と
が
な
つ
か
し
く
と
て
も
楽
し
み
に
思
っ
て
い
る
。

（
中
十
二
）

　
〔
問
一
〕
～
〔
問
三
〕
に
答
え
な
さ
い
。

〔
問
一
〕
　
次
の
①
～
④
に
近
い
言
葉
を
、
後
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
①
　
暖の

簾れ
ん

に
腕う
で

お
し
　
　
　
　
　
　
ア
　
紺こ
う

屋や

の
白し
ろ
ば
か
ま袴

　
　
②
　
月
と
す
っ
ぽ
ん
　
　
　
　
　
　
イ
　
雀す
ず
め百
ま
で
踊お
ど

り
忘
れ
ず

　
　
③
　
三
つ
子
の
魂
た
ま
し
い百
ま
で
　
　
　
　
ウ
　
ぬ
か
に
釘く
ぎ

　
　
④
　
医
者
の
不ふ
よ
う
じ
ょ
う

養
生
　
　
　
　
　
　
エ
　
雲う
ん
で
い泥
の
差

〔
問
二
〕
　
次
の
①
～
⑥
の
「
も
の
の
数
え
方
」
を
、
後
の
ア
～
カ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
①
　
豆と

う

腐ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
一い
ち
ば
ん番

　
　
②
　
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
　
一い
ち
ぜ
ん膳

　
　
③
　
箸は
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
　
一い
ち

羽わ

　
　
④
　
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
一い
っ
し
ゅ首

　
　
⑤
　
相す
も
う撲
の
取
り
組
み
　
　
　
　
　
オ
　
一い
っ
ち
ょ
う丁

　
　
⑥
　
和
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
一い
ち
り
ん輪

（
中
十
三
）

三

（
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〔
問
三
〕
　
次
の
①
～
⑮
の
　　
　
　線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

　
　
①
　
雑
誌
の
ソ
ウ
カ
ン
号
を
発
売
す
る

　
　
②
　
新
し
い
施し

設せ
つ

を
シ
サ
ツ
す
る
。

　
　
③
　
彼
は
メ
イ
モ
ク
だ
け
の
生
き
物
係
だ
。

　
　
④
　
豊
臣
秀
吉
は
ジ
キ
ュ
ウ
戦
に
持
ち
込
ん
だ
。

　
　
⑤
　
市
長
が
式
典
に
リ
ン
セ
キ
す
る
。

　
　
⑥
　
彼
の
善
行
は
マ
イ
キ
ョ
に
い
と
ま
が
な
い
。

　
　
⑦
　
去
年
よ
り
ケ
イ
キ
が
上
向
く
。

　
　
⑧
　
ス
イ
ス
は
エ
イ
セ
イ
中
立
国
だ
。

　
　
⑨
　
鼓こ

笛て
き

隊た
い

が
合
図
に
コ
オ
ウ
し
て
動
き
出
す
。

　
　
⑩
　
セ
イ
ミ
ツ
で
丈じ
ょ
う
ぶ夫
な
時
計
。

　
　
⑪
　
旅
を
し
て
ケ
ン
ブ
ン
を
広
め
る
。

　
　
⑫
　
ピ
ア
ノ
を
チ
ョ
ウ
リ
ツ
す
る
。

　
　
⑬
　
情
報
を
シ
ュ
シ
ャ
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。

　
　
⑭
　
次
の
試
合
に
備
え
て
エ
ー
ス
を
オ
ン
ゾ
ン
す
る
。

　
　
⑮
　
修
理
の
費
用
を
フ
タ
ン
す
る
。

（
中
十
四
）

（
14）



〔 問 三 〕 　 次 の ① ～ ⑮ の 　 　 　 　 線 部 の カ タ カ ナ を 漢 字 に 直 し な さ い 。

　 　 ① 　 雑 誌 の ソ ウ カ ン 号 を 発 売 す る

　 　 ② 　 新 し い 施
し

設
せ つ

を シ サ ツ す る 。

　 　 ③ 　 彼 は メ イ モ ク だ け の 生 き 物 係 だ 。

　 　 ④ 　 豊 臣 秀 吉 は ジ キ ュ ウ 戦 に 持 ち 込 ん だ 。

　 　 ⑤ 　 市 長 が 式 典 に リ ン セ キ す る 。

　 　 ⑥ 　 彼 の 善 行 は マ イ キ ョ に い と ま が な い 。

　 　 ⑦ 　 去 年 よ り ケ イ キ が 上 向 く 。

　 　 ⑧ 　 ス イ ス は エ イ セ イ 中 立 国 だ 。

　 　 ⑨ 　 鼓
こ

笛
て き

隊
た い

が 合 図 に コ オ ウ し て 動 き 出 す 。

　 　 ⑩ 　 セ イ ミ ツ で 丈
じ ょ う ぶ
夫 な 時 計 。

　 　 ⑪ 　 旅 を し て ケ ン ブ ン を 広 め る 。

　 　 ⑫ 　 ピ ア ノ を チ ョ ウ リ ツ す る 。

　 　 ⑬ 　 情 報 を シ ュ シ ャ す る こ と が 大 切 だ 。

　 　 ⑭ 　 次 の 試 合 に 備 え て エ ー ス を オ ン ゾ ン す る 。

　 　 ⑮ 　 修 理 の 費 用 を フ タ ン す る 。

（ 中 十 四 ） −中 1−

1 　次の　　　　　に�あてはまる数を答えなさい。

　　（ 1）　 1
3 ＋

8
65 −

1
5 ＝　　　　　

　　（ 2）　（ 1
12 −

　 1　）×10 ＝ 1
6

　　（ 3）�　あきら君が算数と国語と社会と理科のテストを受けました。 4�教科の平均点は�60�点

です。算数の点数は，国語の点数より�12�点高く，社会の点数より�20�点低く，理科の

点数と同じでした。算数の点数は　　　　　点です。

　　（ 4）�　図のような半径�6500�m�の円があります。

　　　　　この円の中心は�O�で，円周上に�2�点�A，B�があります。

　　　　　�この円周上を�A�から出発して，反時計回りに時速�900�m�で�

13�時間進むと�B�に着きます。

　　　　　�このとき，A�から�B�まで進んだ道のりは　　ア　　m，�

x ＝　　イ　　°�です。

　　　　　�　ただし円周率は�3.14�とし，小数第�1�位を四捨五入して答えなさい。�

また，　　イ　　は　　ア　　を用いて計算しなさい。

Ａ
Ｏ

Ｂ

x

（15）
午前入試　算数



−中 2−

　　（ 5）�　24�人で�30�日かかる仕事を　　　　　人でしたところちょうど�20�日で終わりました。

　　（ 6）�　ガソリン�1�リットルで�12�km�走る車があります。この車で毎日�20�km�走ると�4�週

間でガソリン代は　　　　　円です。ただし，ガソリンは�1�リットル�120�円です。

　　（ 7）�　AB＝ 5�cm，AD＝ 10�cm�の長方形�

ABCD�があります。半径�1�cm�の円を，

長方形�ABCD�の内側を辺にそって転

がして�1�周させます。このとき円の中

心が通った道のりは　　ア　　cm�です。�

次に，同じ円を，長方形�ABCD�の外側

を辺にそって転がして�1�周させます。

このとき円の中心が通った道のりは�

　　イ　　cm�です。

　　　　　　ただし，円周率は�3.14�とします。

　　（ 8）�　B，C，E�は一直線上にあり，CG�上に点�D�が

あります。

　　　　　�DG＝ 4�cm，BE＝ 14�cm�です。正方形�ABCD�と

正方形�CEFG�の面積を足すと　　　　　cm2�です。

ＤＡ

Ｂ Ｃ

Ｆ

Ｅ

Ｇ

ＤＡ

Ｂ Ｃ

（16）



−中 2−
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ABCD�があります。半径�1�cm�の円を，

長方形�ABCD�の内側を辺にそって転

がして�1�周させます。このとき円の中

心が通った道のりは　　ア　　cm�です。�

次に，同じ円を，長方形�ABCD�の外側

を辺にそって転がして�1�周させます。

このとき円の中心が通った道のりは�

　　イ　　cm�です。

　　　　　　ただし，円周率は�3.14�とします。

　　（ 8）�　B，C，E�は一直線上にあり，CG�上に点�D�が

あります。

　　　　　�DG＝ 4�cm，BE＝ 14�cm�です。正方形�ABCD�と

正方形�CEFG�の面積を足すと　　　　　cm2�です。

ＤＡ

Ｂ Ｃ

Ｆ

Ｅ

Ｇ

ＤＡ

Ｂ Ｃ

−中 3−

2 ��（ 1 ）�　右図の三角形�ABC�は�AB＝ AC�の二等辺三角形です。
角�B�を�3�等分する直線と辺�AC�の交わる点を頂点�A�に

近い方から�D，E�とします。角�C�の�2�等分する直線と�

辺�AB�と交わる点を�F�とします。次の　　　　　にあては

まる数を答えなさい。

　　　　　①�　角�x�の大きさが�24°�のとき，角�y�の大きさは　　ア　　°，

角�z�の大きさは　　イ　　°�です。

　　　　　②�　角�y�の大きさが�96°，角�z�の大きさが�120°�のとき，

角�x�の大きさは　　　　　°�です。

　　（ 2）�　ともき君に計算問題の宿題が出ました。ともき君は�5�分間で�12�問の問題を解きま

す。最初の�65�分間で解けた問題数は全体の�40�%�でした。問題数は全部で何問ですか。

Ａ

Ｄ

Ｅ

ＣＢ

Ｆ

x

y
z

（17）



−中 4−

　　（ 3）�　ある商品を�50�個仕入れました。仕入れ値の�2�割の利益を見込んで定価をつけたと

ころ，50�個のうち�40�個は定価で売れましたが�10�個売れ残りました。そこで，残りの��

10�個を定価の�1�割引きで売ったところ�10�個すべて売り切ることができました。50�個

すべてを売って得られた利益は�8800�円でした。この商品�1�個の仕入れ値はいくらで�

すか。

　　（ 4）�　先生と子供�8�人が駅から�6�km�離れた体育館まで行くことになりました。先生が車

で�8�人の子供のうち�5�人だけを先に体育館まで送り，残り�3�人の子供は歩いて体育館

に向かうことになりました。車で�5�人を乗せて出発すると同時に，残りの�3�人は体育

館に向かって歩き始めました。先生は�5�人を体育館まで送った後，すぐに来た道を戻

りました。歩いて体育館に向かっている残り�3�人の子供は，戻ってきた先生と出会い，

車に乗せてもらって体育館まで行き，全員が体育館にそろうことができました。

　　　　　�　車の走る速度は毎分�500�m，子供の歩く速度は毎分�100�m�でした。次の問いに答え

なさい。ただし，車の乗り降りや向きを変える時間は考えないものとします。

　　　　　①�　残りの子供�3�人を車に乗せたとき，その�3�人が歩いた距離は何�m�ですか。

　　　　　②�　全員が体育館にそろうまで何分かかりましたか。

（18）
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　　　　　�　車の走る速度は毎分�500�m，子供の歩く速度は毎分�100�m�でした。次の問いに答え

なさい。ただし，車の乗り降りや向きを変える時間は考えないものとします。
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−中 5−

3 �　「勝ち」と「負け」が決まる試合をします。引き分けはありません。 1�回の試合は�2�人で
対戦します。参加者全員で総当たり戦を行い，もっとも勝ち数の多い人を優勝者とします。�

次の　　　　　にあてはまる数を答えなさい。

　　（ 1）�　参加者を�4�人とします。最低　　ア　　勝すれば，1�人だけが優勝することができます。

　　（ 2）�　参加者を�5�人とします。最低　　イ　　勝すれば，1�人だけが優勝することができます。

　　（ 3）�　 1�人だけが優勝し，その勝ち数は�6�勝でした。このとき，参加者は　　ウ　　人以上�
　エ　　人以下です。

（19）



−中 6−

4 �　900�m�のサイクリングコース�C�と�420�m�のウォーキングコース�W�があります。この�2�つ
のコースは地点�P�と�Q�を結ぶ�300�メートルの道路でつながっています。

� �　けいじ君はコース�W�を毎分�80�m�の速さで地点�P�から地点�Q�に向かって歩き，地点�Q�に

到着すると同じ速さで地点�P�に向かって道路を歩きます。

� �　ただし君はコース�C�を地点�P�から地点�Q�に向かって毎分�240�m�の速さで自転車に乗って

走り，地点�Q�に到着すると同じ速さで地点�P�に向かって道路を自転車で走ります。

� �　けいじ君とただし君は同時に地点�P�を出発して，次に地点�P�で出会うまでそれぞれのコー

スを進みます。このとき，次の　　　　　にあてはまる数を答えなさい。

　　

Ｐ

道路（300ｍ）

コースＣ（900ｍ）

コースＷ（420ｍ）

Ｑ

　　（ 1）�　 2�人が同時に地点�P�を出発した後， 2�人が初めて地点�P�で出会うのは　　ア　　分後

です。

　　（ 2）�　けいじ君が�3�回目に地点�Q�を通過するのは， 2�人が地点�P�を出発してから�
　イ　　分　　ウ　　秒後です。その　　エ　　秒後に，ただし君は地点�Q�を通過します。

　　（ 3）�　けいじ君が�4�回目に地点�Q�に到着した後，けいじ君がただし君と道路上で出会うの

は，けいじ君が�4�回目に地点�Q�に到着してから　　オ　　分　　カ　　秒後です。

（20）
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−中 7−

5 �　右の図のように�4�つの三角形で囲まれた立体を三角すい�
といいます。 三角すい�ABCD�は�BC ＝ CD＝ 1�cm，　　�

AC＝ 2�cm�です。 3�つの三角形�ACB，ACD�と�BCD�は�

すべて角�C�が�90°�の直角三角形です。この三角すいは，�

底面を三角形�BCD�とすると高さは�AC�です。三角すいの

体積は，底面積×高さ÷ 3�で求められます。　　　　　　　�

次の問いに答えなさい。

　　（ 1）�　この三角すいの体積は何�cm3�ですか。�

ただし，答えが割り切れないときは分数で答えなさい。

　　（ 2）�　三角すい�ABCD�を辺�AC，BC，CD�で切って展開

図を作ると，右の図のような一辺が�2�cm�の正方形が

できます。右の図のア〜オに対応する頂点を�A，B，

C，D�の中から選びなさい。ただし，A，B，C，D�

　　　　　�は何回使ってもかまいません。また使わない頂点が

あってもかまいません。

　　（ 3）�　三角形�ABD�の面積は何�cm2�ですか。

　　（ 4）�　三角形�ABD�を底面とすると，　三角すい�ABCD�の高さは何�cm�ですか。

　　　　　ただし，答えが割り切れないときは分数で答えなさい。

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｄ

ア

Ｂ

イ ウ エ

オ

（21）



−中 1−

1 		　次の文章を読み，下の問 1～問 ７に答えなさい。

　　	　ヒトは生きていくために呼吸をおこなっています。鼻や口から吸いこまれた空気は，気管を通っ

て肺に入ります。肺は細かく枝分かれした気管支と，その先には①肺ほうという非常に小さなふく

ろが集まってできています。肺ほうのまわりは②細い血管があみの目のように取り囲んでおり，そ

の細い血管の血液は，肺ほうから（　ア　）を取り入れ，（　イ　）を肺ほうへ放出しています。

そして，③血液は心臓から全身に送られます。

問 1　文章中の（　ア　），（　イ　）にあてはまる気体の名前を答えなさい。

問 2 	　下線部①について，ヒトの肺ほうがそのような形をしていることは，気体の交かんをする上で

どのような利点となりますか。「気体の交かん」と「表面積」ということばを用いて説明しなさい。

問 3　魚のなかまは気体の交かんを何という部分で行っているか答えなさい。

問 4　下線部②について，この血管の名前を答えなさい。

問 ５ 	　下線部③について，右の図はヒトの心臓を正面から見

たときの断面の図です。図のＡ～Ｄは心臓につながる血

管を，Ｅ～Ｈは心臓の部屋を表しています。

　　（ 1 	）図中のＡを始まりとして，Ｂ～Ｈを血液の流れる

順番に並びかえなさい。

　　（ 2 	）図のＡ～Ｄのなかで酸素を多く含んだ血液が流れ

ている血管を 2つ選び，記号で答えなさい。

問 ６ 	　血液の成分のなかで，体内に入った細菌
きん

を食べて病気から体を守るはたらきがあるものの名前

を答えなさい。

Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

−中 1−

1 		　次の文章を読み，下の問 1～問 ７に答えなさい。

　　	　ヒトは生きていくために呼吸をおこなっています。鼻や口から吸いこまれた空気は，気管を通っ

て肺に入ります。肺は細かく枝分かれした気管支と，その先には①肺ほうという非常に小さなふく

ろが集まってできています。肺ほうのまわりは②細い血管があみの目のように取り囲んでおり，そ

の細い血管の血液は，肺ほうから（　ア　）を取り入れ，（　イ　）を肺ほうへ放出しています。

そして，③血液は心臓から全身に送られます。

問 1　文章中の（　ア　），（　イ　）にあてはまる気体の名前を答えなさい。

問 2 	　下線部①について，ヒトの肺ほうがそのような形をしていることは，気体の交かんをする上で

どのような利点となりますか。「気体の交かん」と「表面積」ということばを用いて説明しなさい。

問 3　魚のなかまは気体の交かんを何という部分で行っているか答えなさい。

問 4　下線部②について，この血管の名前を答えなさい。

問 ５ 	　下線部③について，右の図はヒトの心臓を正面から見

たときの断面の図です。図のＡ～Ｄは心臓につながる血

管を，Ｅ～Ｈは心臓の部屋を表しています。

　　（ 1 	）図中のＡを始まりとして，Ｂ～Ｈを血液の流れる

順番に並びかえなさい。

　　（ 2 	）図のＡ～Ｄのなかで酸素を多く含んだ血液が流れ

ている血管を 2つ選び，記号で答えなさい。

問 ６ 	　血液の成分のなかで，体内に入った細菌
きん

を食べて病気から体を守るはたらきがあるものの名前

を答えなさい。

Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

午前入試　理科
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　　	　ヒトは生きていくために呼吸をおこなっています。鼻や口から吸いこまれた空気は，気管を通っ

て肺に入ります。肺は細かく枝分かれした気管支と，その先には①肺ほうという非常に小さなふく

ろが集まってできています。肺ほうのまわりは②細い血管があみの目のように取り囲んでおり，そ

の細い血管の血液は，肺ほうから（　ア　）を取り入れ，（　イ　）を肺ほうへ放出しています。

そして，③血液は心臓から全身に送られます。

問 1　文章中の（　ア　），（　イ　）にあてはまる気体の名前を答えなさい。

問 2 	　下線部①について，ヒトの肺ほうがそのような形をしていることは，気体の交かんをする上で

どのような利点となりますか。「気体の交かん」と「表面積」ということばを用いて説明しなさい。

問 3　魚のなかまは気体の交かんを何という部分で行っているか答えなさい。

問 4　下線部②について，この血管の名前を答えなさい。

問 ５ 	　下線部③について，右の図はヒトの心臓を正面から見

たときの断面の図です。図のＡ～Ｄは心臓につながる血

管を，Ｅ～Ｈは心臓の部屋を表しています。

　　（ 1 	）図中のＡを始まりとして，Ｂ～Ｈを血液の流れる

順番に並びかえなさい。

　　（ 2 	）図のＡ～Ｄのなかで酸素を多く含んだ血液が流れ

ている血管を 2つ選び，記号で答えなさい。

問 ６ 	　血液の成分のなかで，体内に入った細菌
きん

を食べて病気から体を守るはたらきがあるものの名前

を答えなさい。

Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

−中 2−

問 ７ 	　血液の成分を観察するためにけんび鏡を使用しました。次の①～⑤にはけんび鏡の使い方が書

かれています。

　　　①	　横から見ながら，対物レンズとプレパラートをすれすれまで近づけ，そのあと遠ざけなが

らピントを合わせる。

　　　②　接眼レンズ，対物レンズの順に取り付ける。

　　　③　けんび鏡を日光が直接当たらない明るい場所に置く。

　　　④　反しゃ鏡を動かして，視野が明るくなるようにする。

　　　⑤　プレパラートをステージ（のせ台）の上に置く。

　　（ 1）上の①～⑤のけんび鏡の使い方を正しい順に並びかえなさい。

　　（ 2 	）上の①のようなピントの合わせ方をする理由を，「プレパラート」ということばを用いて説

明しなさい。
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1 		　次の文章を読み，下の問 1～問 ７に答えなさい。
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問 ５ 	　下線部③について，右の図はヒトの心臓を正面から見

たときの断面の図です。図のＡ～Ｄは心臓につながる血

管を，Ｅ～Ｈは心臓の部屋を表しています。

　　（ 1 	）図中のＡを始まりとして，Ｂ～Ｈを血液の流れる

順番に並びかえなさい。

　　（ 2 	）図のＡ～Ｄのなかで酸素を多く含んだ血液が流れ

ている血管を 2つ選び，記号で答えなさい。

問 ６ 	　血液の成分のなかで，体内に入った細菌
きん

を食べて病気から体を守るはたらきがあるものの名前

を答えなさい。
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問 ７ 	　血液の成分を観察するためにけんび鏡を使用しました。次の①～⑤にはけんび鏡の使い方が書

かれています。

　　　①	　横から見ながら，対物レンズとプレパラートをすれすれまで近づけ，そのあと遠ざけなが

らピントを合わせる。

　　　②　接眼レンズ，対物レンズの順に取り付ける。

　　　③　けんび鏡を日光が直接当たらない明るい場所に置く。

　　　④　反しゃ鏡を動かして，視野が明るくなるようにする。

　　　⑤　プレパラートをステージ（のせ台）の上に置く。

　　（ 1）上の①～⑤のけんび鏡の使い方を正しい順に並びかえなさい。

　　（ 2 	）上の①のようなピントの合わせ方をする理由を，「プレパラート」ということばを用いて説

明しなさい。
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−中 3−

2 		　物質の状態に関する，次の問 1～問 ６に答えなさい。

問 1 	　氷 10ｇ，水 10ｇ，水蒸気 10ｇと重さが同じ場合，最も体積が小さくなるのはどれですか。次の

①～③から選び，記号で答えなさい。

　　①　氷 10ｇ　　　　　②　水 10ｇ　　　　　③　水蒸気 10ｇ

問 2 	　水以外の多くの物質において，問 1 と同じように固体 10ｇ，液体 10ｇ，気体 10ｇとったとき，

最も体積が小さくなるのはどれですか。次の①～③から選び，記号で答えなさい。

　　①　固体 10ｇ　　　　②　液体 10ｇ　　　　③　気体 10ｇ

問 3　次の①～⑤の文のうち，状態変化に当てはまらないものを選び，記号で答えなさい。

　　①　ドライアイスを放置したら消失した。

　　②　入浴中にふろ場の鏡がくもった。

　　③　寒い朝，池の水が凍
こお

った。

　　④　洗たく物を干したら乾
かわ

いた。

　　⑤　鉄さびにうすい塩酸を加えると，鉄さびが溶
と

けた。

問 4 	　下の図は，圧力一定のもとで，ある物質（固体）1５0ｇに毎分一定の熱量を加えていったときの

加熱時間と温度変化を表しています。これについて，以下の問いに答えなさい。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
加熱時間〔分〕

Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ

温
度
〔
℃
〕

　　（ 1 	）Ａ～Ｂにおいて，物質はどのような状態にありますか。次の①～⑥から選び，記号で答え

なさい。

　　　　①　気体　　　　　　　②　液体　　　　　　　③　固体

　　　　④　気体と液体　　　　⑤　液体と固体　　　　⑥　気体と固体

−中 3−

2 		　物質の状態に関する，次の問 1～問 ６に答えなさい。

問 1 	　氷 10ｇ，水 10ｇ，水蒸気 10ｇと重さが同じ場合，最も体積が小さくなるのはどれですか。次の

①～③から選び，記号で答えなさい。

　　①　氷 10ｇ　　　　　②　水 10ｇ　　　　　③　水蒸気 10ｇ

問 2 	　水以外の多くの物質において，問 1 と同じように固体 10ｇ，液体 10ｇ，気体 10ｇとったとき，

最も体積が小さくなるのはどれですか。次の①～③から選び，記号で答えなさい。

　　①　固体 10ｇ　　　　②　液体 10ｇ　　　　③　気体 10ｇ

問 3　次の①～⑤の文のうち，状態変化に当てはまらないものを選び，記号で答えなさい。

　　①　ドライアイスを放置したら消失した。

　　②　入浴中にふろ場の鏡がくもった。

　　③　寒い朝，池の水が凍
こお

った。

　　④　洗たく物を干したら乾
かわ

いた。

　　⑤　鉄さびにうすい塩酸を加えると，鉄さびが溶
と

けた。

問 4 	　下の図は，圧力一定のもとで，ある物質（固体）1５0ｇに毎分一定の熱量を加えていったときの

加熱時間と温度変化を表しています。これについて，以下の問いに答えなさい。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
加熱時間〔分〕

Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ

温
度
〔
℃
〕

　　（ 1 	）Ａ～Ｂにおいて，物質はどのような状態にありますか。次の①～⑥から選び，記号で答え

なさい。

　　　　①　気体　　　　　　　②　液体　　　　　　　③　固体

　　　　④　気体と液体　　　　⑤　液体と固体　　　　⑥　気体と固体
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2 		　物質の状態に関する，次の問 1～問 ６に答えなさい。

問 1 	　氷 10ｇ，水 10ｇ，水蒸気 10ｇと重さが同じ場合，最も体積が小さくなるのはどれですか。次の

①～③から選び，記号で答えなさい。

　　①　氷 10ｇ　　　　　②　水 10ｇ　　　　　③　水蒸気 10ｇ

問 2 	　水以外の多くの物質において，問 1 と同じように固体 10ｇ，液体 10ｇ，気体 10ｇとったとき，

最も体積が小さくなるのはどれですか。次の①～③から選び，記号で答えなさい。

　　①　固体 10ｇ　　　　②　液体 10ｇ　　　　③　気体 10ｇ

問 3　次の①～⑤の文のうち，状態変化に当てはまらないものを選び，記号で答えなさい。

　　①　ドライアイスを放置したら消失した。

　　②　入浴中にふろ場の鏡がくもった。

　　③　寒い朝，池の水が凍
こお

った。

　　④　洗たく物を干したら乾
かわ

いた。

　　⑤　鉄さびにうすい塩酸を加えると，鉄さびが溶
と

けた。

問 4 	　下の図は，圧力一定のもとで，ある物質（固体）1５0ｇに毎分一定の熱量を加えていったときの

加熱時間と温度変化を表しています。これについて，以下の問いに答えなさい。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
加熱時間〔分〕

Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ

温
度
〔
℃
〕

　　（ 1 	）Ａ～Ｂにおいて，物質はどのような状態にありますか。次の①～⑥から選び，記号で答え

なさい。

　　　　①　気体　　　　　　　②　液体　　　　　　　③　固体

　　　　④　気体と液体　　　　⑤　液体と固体　　　　⑥　気体と固体

−中 4−

　　（ 2 	）Ｃ～Ｄにおいて，物質はどのような状態にありますか。次の①～⑥から選び，記号で答え

なさい。

　　　　①　気体　　　　　　　②　液体　　　　　　　③　固体

　　　　④　気体と液体　　　　⑤　液体と固体　　　　⑥　気体と固体

　　（ 3）Ｃからおこり始める現象を何といいますか。

　　（ 4 	）物質の量を多くして他の条件を変えずに加熱すると，次の（ア）～（ウ）はどのようにな

りますか。それぞれ下の①～③から選び，記号で答えなさい。

　　　（ア）ＡＢ間での温度一定の時間

　　　　　①　長くなる。　　　②　変わらない。　　　③　短くなる。

　　　（イ）ＣＤ間の温度

　　　　　①　高くなる。　　　②　変わらない。　　　③　低くなる。

　　　（ウ） 1分間で上がるＢＣ間の温度	

　　　　　①　大きくなる。　　②　変わらない。　　　③　小さくなる。

　　（ ５）加熱を始めてから 80 分たったとき，液体は何ｇ存在していますか。

問 ５ 	　30℃の水 100ｇと ７0℃の水 300ｇを混ぜたとき，温度は何℃になりますか。ただし，混ぜたとき，

外部に熱が逃
に

げないもとします。

問 ６ 	　80℃の水 200ｇと 20℃の水を混ぜたとき，温度が 40℃になりました。このとき，加えた 20℃の

水は何ｇですか。ただし，混ぜたとき，外部に熱が逃げないもとします。

−中 3−

2 		　物質の状態に関する，次の問 1～問 ６に答えなさい。
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最も体積が小さくなるのはどれですか。次の①～③から選び，記号で答えなさい。

　　①　固体 10ｇ　　　　②　液体 10ｇ　　　　③　気体 10ｇ

問 3　次の①～⑤の文のうち，状態変化に当てはまらないものを選び，記号で答えなさい。

　　①　ドライアイスを放置したら消失した。

　　②　入浴中にふろ場の鏡がくもった。

　　③　寒い朝，池の水が凍
こお

った。

　　④　洗たく物を干したら乾
かわ

いた。

　　⑤　鉄さびにうすい塩酸を加えると，鉄さびが溶
と

けた。

問 4 	　下の図は，圧力一定のもとで，ある物質（固体）1５0ｇに毎分一定の熱量を加えていったときの

加熱時間と温度変化を表しています。これについて，以下の問いに答えなさい。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
加熱時間〔分〕

Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ

温
度
〔
℃
〕

　　（ 1 	）Ａ～Ｂにおいて，物質はどのような状態にありますか。次の①～⑥から選び，記号で答え

なさい。

　　　　①　気体　　　　　　　②　液体　　　　　　　③　固体

　　　　④　気体と液体　　　　⑤　液体と固体　　　　⑥　気体と固体
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　　（ 2 	）Ｃ～Ｄにおいて，物質はどのような状態にありますか。次の①～⑥から選び，記号で答え

なさい。

　　　　①　気体　　　　　　　②　液体　　　　　　　③　固体

　　　　④　気体と液体　　　　⑤　液体と固体　　　　⑥　気体と固体

　　（ 3）Ｃからおこり始める現象を何といいますか。

　　（ 4 	）物質の量を多くして他の条件を変えずに加熱すると，次の（ア）～（ウ）はどのようにな

りますか。それぞれ下の①～③から選び，記号で答えなさい。

　　　（ア）ＡＢ間での温度一定の時間

　　　　　①　長くなる。　　　②　変わらない。　　　③　短くなる。

　　　（イ）ＣＤ間の温度

　　　　　①　高くなる。　　　②　変わらない。　　　③　低くなる。

　　　（ウ） 1分間で上がるＢＣ間の温度	

　　　　　①　大きくなる。　　②　変わらない。　　　③　小さくなる。

　　（ ５）加熱を始めてから 80 分たったとき，液体は何ｇ存在していますか。

問 ５ 	　30℃の水 100ｇと ７0℃の水 300ｇを混ぜたとき，温度は何℃になりますか。ただし，混ぜたとき，

外部に熱が逃
に

げないもとします。

問 ６ 	　80℃の水 200ｇと 20℃の水を混ぜたとき，温度が 40℃になりました。このとき，加えた 20℃の

水は何ｇですか。ただし，混ぜたとき，外部に熱が逃げないもとします。
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3 		　右の図 1は，北極側から見
た，地球のまわりを公転する

月のようす，図 2は地球から

観測できる月の形をそれぞれ

示しています。次の問 1～問

９に答えなさい。

問 1　月などのように惑
わくせい

星のまわりを公転する天体を何と呼びますか。

問 2　図 1で，月が（ア），（ウ）の位置にあるときの月の名前をそれぞれ答えなさい。

問 3 	　図 1で，月が（エ），（オ）の位置にあるときに観測できる月の形を図 2の①～⑧からそれぞれ選び，

記号で答えなさい。

問 4 	　満月から次の満月までにかかる日数は約何日ですか。下の（Ａ）～（Ｄ）から最も適当なもの

を選び，記号で答えなさい。

　　（Ａ）約 ７日　　　（Ｂ）約 1５ 日　　　（Ｃ）約 21 日　　　（Ｄ）約 30 日

問 ５ 	　図 1 で，月が（カ）と（ク）の位置にあるとき，真南に見えるのは何時ごろですか。下の（Ａ）

～（Ｈ）からそれぞれ最も適当なものを選び，記号で答えなさい。

　　（Ａ）午前 0時ごろ　　　（Ｂ）午前 3時ごろ　　　（Ｃ）午前 ６時ごろ　　　

　　（Ｄ）午前 ９時ごろ　　　（Ｅ）正午ごろ　　　　　（Ｆ）午後 3時ごろ

　　（Ｇ）午後 ６時ごろ　　　（Ｈ）午後 ９時ごろ

問 ６ 	　明け方 ６ 時ごろに西の地平線付近に見えるのは，月が図 1 の（ア）～（ク）のどの位置にある

ときですか，最も適当なものを選び，記号で答えなさい。

（ア）

（オ）

（エ）

（ウ）

（イ）

（カ）

（キ）

（ク）月

地球

自転の
向き

公転の向き

太
陽
の
光

図 1

⑤④②① ⑧

見えない

③ ⑥ ⑦
図 2
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3 		　右の図 1は，北極側から見
た，地球のまわりを公転する
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　　（Ｇ）午後 ６時ごろ　　　（Ｈ）午後 ９時ごろ

問 ６ 	　明け方 ６ 時ごろに西の地平線付近に見えるのは，月が図 1 の（ア）～（ク）のどの位置にある

ときですか，最も適当なものを選び，記号で答えなさい。

（ア）

（オ）

（エ）

（ウ）

（イ）

（カ）

（キ）

（ク）月

地球

自転の
向き

公転の向き

太
陽
の
光

図 1

⑤④②① ⑧

見えない

③ ⑥ ⑦
図 2
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3 		　右の図 1は，北極側から見
た，地球のまわりを公転する

月のようす，図 2は地球から

観測できる月の形をそれぞれ

示しています。次の問 1～問

９に答えなさい。

問 1　月などのように惑
わくせい

星のまわりを公転する天体を何と呼びますか。

問 2　図 1で，月が（ア），（ウ）の位置にあるときの月の名前をそれぞれ答えなさい。

問 3 	　図 1で，月が（エ），（オ）の位置にあるときに観測できる月の形を図 2の①～⑧からそれぞれ選び，

記号で答えなさい。

問 4 	　満月から次の満月までにかかる日数は約何日ですか。下の（Ａ）～（Ｄ）から最も適当なもの

を選び，記号で答えなさい。

　　（Ａ）約 ７日　　　（Ｂ）約 1５ 日　　　（Ｃ）約 21 日　　　（Ｄ）約 30 日

問 ５ 	　図 1 で，月が（カ）と（ク）の位置にあるとき，真南に見えるのは何時ごろですか。下の（Ａ）

～（Ｈ）からそれぞれ最も適当なものを選び，記号で答えなさい。

　　（Ａ）午前 0時ごろ　　　（Ｂ）午前 3時ごろ　　　（Ｃ）午前 ６時ごろ　　　

　　（Ｄ）午前 ９時ごろ　　　（Ｅ）正午ごろ　　　　　（Ｆ）午後 3時ごろ

　　（Ｇ）午後 ６時ごろ　　　（Ｈ）午後 ９時ごろ

問 ６ 	　明け方 ６ 時ごろに西の地平線付近に見えるのは，月が図 1 の（ア）～（ク）のどの位置にある

ときですか，最も適当なものを選び，記号で答えなさい。

（ア）

（オ）

（エ）

（ウ）

（イ）

（カ）

（キ）

（ク）月

地球

自転の
向き

公転の向き

太
陽
の
光

図 1

⑤④②① ⑧

見えない

③ ⑥ ⑦
図 2
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問 ７ 	　地球から日食が観測できるのは，月が図 1 の（ア）～（ク）のどの位置にあるときですか，最

も適当なものを選び，記号で答えなさい。

問 8 	　図 2 の①の月を観測してから，⑧の月を観測するまでの月の形の変化を，②～⑦から 3つ選び，

正しく並べなさい。

問 ９ 	　地球から月を観測するとき，いつも月の同じ側の面しか見ることができません。その理由を下

の（Ａ）～（Ｅ）から最も適当なものを選び，記号で答えなさい。

　　（Ａ）月は自転していないから。　　

　　（Ｂ）月の自転が非常におそいから。

　　（Ｃ）月の自転にかかる時間と月の公転にかかる時間が同じだから。

　　（Ｄ）月の自転にかかる時間と地球の公転にかかる時間が同じだから。

　　（Ｅ）月の自転にかかる時間と地球の自転にかかる時間が同じだから。
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観測できる月の形をそれぞれ

示しています。次の問 1～問

９に答えなさい。
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問 ５ 	　図 1 で，月が（カ）と（ク）の位置にあるとき，真南に見えるのは何時ごろですか。下の（Ａ）

～（Ｈ）からそれぞれ最も適当なものを選び，記号で答えなさい。

　　（Ａ）午前 0時ごろ　　　（Ｂ）午前 3時ごろ　　　（Ｃ）午前 ６時ごろ　　　

　　（Ｄ）午前 ９時ごろ　　　（Ｅ）正午ごろ　　　　　（Ｆ）午後 3時ごろ

　　（Ｇ）午後 ６時ごろ　　　（Ｈ）午後 ９時ごろ

問 ６ 	　明け方 ６ 時ごろに西の地平線付近に見えるのは，月が図 1 の（ア）～（ク）のどの位置にある

ときですか，最も適当なものを選び，記号で答えなさい。
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問 ７ 	　地球から日食が観測できるのは，月が図 1 の（ア）～（ク）のどの位置にあるときですか，最

も適当なものを選び，記号で答えなさい。

問 8 	　図 2 の①の月を観測してから，⑧の月を観測するまでの月の形の変化を，②～⑦から 3つ選び，

正しく並べなさい。

問 ９ 	　地球から月を観測するとき，いつも月の同じ側の面しか見ることができません。その理由を下

の（Ａ）～（Ｅ）から最も適当なものを選び，記号で答えなさい。

　　（Ａ）月は自転していないから。　　

　　（Ｂ）月の自転が非常におそいから。

　　（Ｃ）月の自転にかかる時間と月の公転にかかる時間が同じだから。

　　（Ｄ）月の自転にかかる時間と地球の公転にかかる時間が同じだから。

　　（Ｅ）月の自転にかかる時間と地球の自転にかかる時間が同じだから。
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4 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 10 に答えなさい。

［Ⅰ	］右図のように，鉄の棒にエナメル線を巻き，図の向きの電流を流して

電磁石を作りました。

　　　これについて，次の問 1～問 3に答えなさい。

問 1　この電磁石に鉄くぎをつけました。

　　	　次の（ 1）～（ 3）のように電流やエナメル線の巻き方を変えるとき，

電磁石につく鉄くぎの数はどのように変化しますか。

　　	　それぞれ，　［　①　増える　　②　減る　　③　変化なし　］　の中から 1 つずつ選び，記号で

答えなさい。

　　（ 1）電流の強さを変えず，向きを反対にする。

　　（ 2）電流の強さを半分にし，向きを反対にする。

　　（ 3）電流の強さも向きも変えず，エナメル線の巻き数を 3倍にする。

問 2 	　下図のように，電流を流しているとき，鉄の棒の（ 1）下方，（ 2）上方に棒磁石を置きました。

棒磁石と電磁石の間にはどのような力がはたらきますか。

　　	　それぞれ　［　①　引き合う力　　②　反発しあう力　］　の中から 1 つずつ選び，記号で答え

なさい。

　　（ 1）　　　　　　　　　　（ 2）

　問 3 	　電流を流さないとき，右図のように両側に方位磁針を置い

たところ，磁針のＮ極（黒いほう）は上（北）を向いていま

した。このとき，図の矢印の向きに電流を流しました。（ 1）

右側の磁針のＮ極，（ 2）左側の磁針のＮ極，はそれぞれ左

（西），右（東）のどちらにふれますか。

電流 Ｎ
Ｓ

電流

Ｎ
Ｓ

電流
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4 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 10 に答えなさい。

［Ⅰ	］右図のように，鉄の棒にエナメル線を巻き，図の向きの電流を流して

電磁石を作りました。

　　　これについて，次の問 1～問 3に答えなさい。

問 1　この電磁石に鉄くぎをつけました。

　　	　次の（ 1）～（ 3）のように電流やエナメル線の巻き方を変えるとき，

電磁石につく鉄くぎの数はどのように変化しますか。

　　	　それぞれ，　［　①　増える　　②　減る　　③　変化なし　］　の中から 1 つずつ選び，記号で

答えなさい。

　　（ 1）電流の強さを変えず，向きを反対にする。

　　（ 2）電流の強さを半分にし，向きを反対にする。

　　（ 3）電流の強さも向きも変えず，エナメル線の巻き数を 3倍にする。

問 2 	　下図のように，電流を流しているとき，鉄の棒の（ 1）下方，（ 2）上方に棒磁石を置きました。

棒磁石と電磁石の間にはどのような力がはたらきますか。

　　	　それぞれ　［　①　引き合う力　　②　反発しあう力　］　の中から 1 つずつ選び，記号で答え

なさい。

　　（ 1）　　　　　　　　　　（ 2）

　問 3 	　電流を流さないとき，右図のように両側に方位磁針を置い

たところ，磁針のＮ極（黒いほう）は上（北）を向いていま

した。このとき，図の矢印の向きに電流を流しました。（ 1）

右側の磁針のＮ極，（ 2）左側の磁針のＮ極，はそれぞれ左

（西），右（東）のどちらにふれますか。

電流 Ｎ
Ｓ

電流

Ｎ
Ｓ

電流
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4 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 10 に答えなさい。

［Ⅰ	］右図のように，鉄の棒にエナメル線を巻き，図の向きの電流を流して

電磁石を作りました。

　　　これについて，次の問 1～問 3に答えなさい。

問 1　この電磁石に鉄くぎをつけました。

　　	　次の（ 1）～（ 3）のように電流やエナメル線の巻き方を変えるとき，

電磁石につく鉄くぎの数はどのように変化しますか。

　　	　それぞれ，　［　①　増える　　②　減る　　③　変化なし　］　の中から 1 つずつ選び，記号で

答えなさい。

　　（ 1）電流の強さを変えず，向きを反対にする。

　　（ 2）電流の強さを半分にし，向きを反対にする。

　　（ 3）電流の強さも向きも変えず，エナメル線の巻き数を 3倍にする。

問 2 	　下図のように，電流を流しているとき，鉄の棒の（ 1）下方，（ 2）上方に棒磁石を置きました。

棒磁石と電磁石の間にはどのような力がはたらきますか。

　　	　それぞれ　［　①　引き合う力　　②　反発しあう力　］　の中から 1 つずつ選び，記号で答え

なさい。

　　（ 1）　　　　　　　　　　（ 2）

　問 3 	　電流を流さないとき，右図のように両側に方位磁針を置い

たところ，磁針のＮ極（黒いほう）は上（北）を向いていま

した。このとき，図の矢印の向きに電流を流しました。（ 1）

右側の磁針のＮ極，（ 2）左側の磁針のＮ極，はそれぞれ左

（西），右（東）のどちらにふれますか。

電流 Ｎ
Ｓ

電流
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電流
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［Ⅱ	］長さが 40 cmのまっすぐな細くて軽い棒が，軸
じく

を中心にまさつなく回転できるようになってい

ます。また，軸の位置は自由に変えることができます。この棒に，下図 1 ～ 3 のようにおもりを

つるし，棒につけた糸に力を加えて，全体が静止するようにしました。

　　	　おもりの重さは ６00ｇで，棒と糸の重さは考えなくてよいものとします。これについて，次の	

問 4 ～問 10 に答えなさい。

軸

力

力

軸

軸

力

図 1 図 2 図 3

問 4 	　てこを用いておもりを持ち上げているものと考えると，（ 1）図 1，（ 2）図 2，（ 3）図 3 の，

支点，力点，作用点は棒の左端
はし

からそれぞれどの順番になっていますか。正しいものを，次の	

①～⑥から 1つずつ選び，記号で答えなさい。

　　①　支点・力点・作用点　　　	②　支点・作用点・力点　　　	③　力点・支点・作用点

　　④　力点・作用点・支点　　　	⑤　作用点・支点・力点　　　	⑥　作用点・力点・支点

問 ５ 	　図 1 で，軸が棒の中央で，おもりの位置と力を加える位置が棒の両端であれば，力の大きさは

何ｇですか。

問 ６ 	　問 ５ で，軸の位置を中央からずらしたところ，力の大きさが 200ｇになりました。軸の位置を中

央から左右どちらに何 cmずらしたかを答えなさい。

問 ７ 	　図 2 で，軸とおもりの位置が棒の両端で，力を加える位置が棒の中央であれば，力の大きさは

何ｇですか。

問 8 	　問 ７ で，力を加える位置を中央からずらしたところ，力の大きさが 800ｇになりました。力を加

える位置を中央から左右どちらに何 cmずらしたかを答えなさい。

問 ９ 	　図 3 で，軸と力を加える位置が棒の両端で，おもりの位置が棒の中央であれば，力の大きさは

何ｇですか。

問10	　問 ９ で，おもりの位置を中央からずらしたところ，力の大きさが 1５0ｇになりました。おもりの

位置を中央から左右どちらに何 cmずらしたかを答えなさい。
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4 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 10 に答えなさい。

［Ⅰ	］右図のように，鉄の棒にエナメル線を巻き，図の向きの電流を流して

電磁石を作りました。

　　　これについて，次の問 1～問 3に答えなさい。

問 1　この電磁石に鉄くぎをつけました。

　　	　次の（ 1）～（ 3）のように電流やエナメル線の巻き方を変えるとき，

電磁石につく鉄くぎの数はどのように変化しますか。

　　	　それぞれ，　［　①　増える　　②　減る　　③　変化なし　］　の中から 1 つずつ選び，記号で

答えなさい。

　　（ 1）電流の強さを変えず，向きを反対にする。

　　（ 2）電流の強さを半分にし，向きを反対にする。

　　（ 3）電流の強さも向きも変えず，エナメル線の巻き数を 3倍にする。

問 2 	　下図のように，電流を流しているとき，鉄の棒の（ 1）下方，（ 2）上方に棒磁石を置きました。

棒磁石と電磁石の間にはどのような力がはたらきますか。

　　	　それぞれ　［　①　引き合う力　　②　反発しあう力　］　の中から 1 つずつ選び，記号で答え

なさい。

　　（ 1）　　　　　　　　　　（ 2）

　問 3 	　電流を流さないとき，右図のように両側に方位磁針を置い

たところ，磁針のＮ極（黒いほう）は上（北）を向いていま

した。このとき，図の矢印の向きに電流を流しました。（ 1）

右側の磁針のＮ極，（ 2）左側の磁針のＮ極，はそれぞれ左

（西），右（東）のどちらにふれますか。
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［Ⅱ	］長さが 40 cmのまっすぐな細くて軽い棒が，軸
じく

を中心にまさつなく回転できるようになってい

ます。また，軸の位置は自由に変えることができます。この棒に，下図 1 ～ 3 のようにおもりを

つるし，棒につけた糸に力を加えて，全体が静止するようにしました。

　　	　おもりの重さは ６00ｇで，棒と糸の重さは考えなくてよいものとします。これについて，次の	

問 4 ～問 10 に答えなさい。

軸

力

力

軸

軸

力

図 1 図 2 図 3

問 4 	　てこを用いておもりを持ち上げているものと考えると，（ 1）図 1，（ 2）図 2，（ 3）図 3 の，

支点，力点，作用点は棒の左端
はし

からそれぞれどの順番になっていますか。正しいものを，次の	

①～⑥から 1つずつ選び，記号で答えなさい。

　　①　支点・力点・作用点　　　	②　支点・作用点・力点　　　	③　力点・支点・作用点

　　④　力点・作用点・支点　　　	⑤　作用点・支点・力点　　　	⑥　作用点・力点・支点

問 ５ 	　図 1 で，軸が棒の中央で，おもりの位置と力を加える位置が棒の両端であれば，力の大きさは

何ｇですか。

問 ６ 	　問 ５ で，軸の位置を中央からずらしたところ，力の大きさが 200ｇになりました。軸の位置を中

央から左右どちらに何 cmずらしたかを答えなさい。

問 ７ 	　図 2 で，軸とおもりの位置が棒の両端で，力を加える位置が棒の中央であれば，力の大きさは

何ｇですか。

問 8 	　問 ７ で，力を加える位置を中央からずらしたところ，力の大きさが 800ｇになりました。力を加

える位置を中央から左右どちらに何 cmずらしたかを答えなさい。

問 ９ 	　図 3 で，軸と力を加える位置が棒の両端で，おもりの位置が棒の中央であれば，力の大きさは

何ｇですか。

問10	　問 ９ で，おもりの位置を中央からずらしたところ，力の大きさが 1５0ｇになりました。おもりの

位置を中央から左右どちらに何 cmずらしたかを答えなさい。
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で
す
が
、
こ
の
転
換
・
加
工
の
過
程
で
も
ま
た
、
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

（
深
海
博
明
『
み
ん
な
で
考
え
る
地
球
環
境
シ
リ
ー
ズ
１０
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
な
く
な
る
』
に
よ
る
）

　
　
　
　

消 費 し て い る エ ネ ル ギ ー

一 次 エ ネ ル ギ ー ①

② 電 　 　 力

④

③ 石 油 製 品

ガ ソ リ ン

太 陽 エ ネ ル ギ ー ⑤

①

⑤

一 国
語
問
題

午
後
入
試
　
適
性
問
題
（
国
語
）



（
中
一
）

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
図
中
の
　
　
　
　
～
　
　
　
　
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
後
の
ア
～
ク
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ   

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
も
の
は
二
度
選
べ
ま
せ
ん
。

　
わ
た
し
た
ち
が
消
費
し
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
見
る
と
、
ま
ず
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
二
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
分
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
自
然
か
ら
直
接
採
取
さ
れ
た
も
の
、
た
と
え
ば
原
油
や
天
然
ガ
ス
、
そ
し
て
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
を
、
一
次
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
転て
ん
か
ん換
・
加
工
し
て
え
ら
れ
た
も
の
、
た
と
え
ば
電
力
や
都
市
ガ
ス
や
、
ガ
ソ
リ
ン
・
灯
油

と
い
っ
た
石
油
製
品
な
ど
を
、
二
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
二
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
利
用
し
や
す
い
良
質
の

も
の
で
す
が
、
こ
の
転
換
・
加
工
の
過
程
で
も
ま
た
、
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

（
深
海
博
明
『
み
ん
な
で
考
え
る
地
球
環
境
シ
リ
ー
ズ
１０
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
な
く
な
る
』
に
よ
る
）

　
　
　
　

消 費 し て い る エ ネ ル ギ ー

一 次 エ ネ ル ギ ー ①

② 電 　 　 力

④

③ 石 油 製 品

ガ ソ リ ン

太 陽 エ ネ ル ギ ー ⑤

①

⑤

一 国
語
問
題

（
中
二
）

　
　
　
　
ア
　
灯
油

　
　
　
　
イ
　
原
油

　
　
　
　
ウ
　
都
市
ガ
ス

　
　
　
　
エ
　
天
然
ガ
ス

　
　
　
　
オ
　
二
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

　
　
　
　
カ
　
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

　
　
　
　
キ
　
転
換
・
加
工
し
て
え
ら
れ
た
も
の

　
　
　
　
ク
　
自
然
か
ら
直
接
採
取
さ
れ
た
も
の

（
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（
中
三
）

　
次
の
【
文
章
Ⅰ
】
は
、『
日
本
語
練
習
帳
』（
大
野
晋す
す
む）
の
一
節
で
す
。
五
ペ
ー
ジ
の
【
文
章
Ⅱ
】
は
、【
文
章
Ⅰ
】

を
読
ん
だ
ふ
た
り
の
人
物
に
よ
る
対
話
で
す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
後
の
〔
問
一
〕
～
〔
問
六
〕
に
答
え
な
さ
い
。 

た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
問
題
は
、
す
べ
て
句
読
点
や
か
っ
こ
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。

【
文
章
Ⅰ
】

練
習

　
　
　
ａ
　
意
味
が
通
る

　
　
　
ｂ
　
意
味
が
通
じ
る

　
　
　
ｃ
　
道
が
通
っ
て
い
る

　
　
　
ｄ
　
道
が
通
じ
て
い
る

　
　
ａ
と
ｂ
、
ｃ
と
ｄ
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
ち
ら
も
、
お
よ
そ
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

　
　
　
ｅ
　
声
が
通
る

　
　
　
ｆ
　
声
が
通
じ
る

　
こ
の
場
合
、
ｆ
は
な
ん
と
な
く
変
で
す
。「
通
る
」
と
「
通
じ
る
」
と
は
本
質
的
に
ど
こ
か
が
違
う
。「
意
味
が

通
る
」
と
「
意
味
が
通
じ
る
」
も
実
は
違
う
。
ど
こ
が
違
う
の
か
書
い
て
下
さ
い
。

　「
通
る
」
は
、「
汽
車
が
通
る
」「
犬
が
通
る
」「
人
っ
子
一
人
通
ら
な
い
」
と
い
う
。（
定
ま
っ
た
）
道
を
行
き
来
す

る
こ
と
。「
透す

き
通
る
く
ら
い
青
い
色
」
と
か
「
風
が
通
る
」
と
は
、「
向
こ
う
ま
で
は
っ
き
り
突
き
抜
け
る
」
こ
と
。

「
弾た

ま丸
は
通
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
は
貫か
ん
つ
う通
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
。
だ
か
ら
、「
通
る
」
は
「
真
っ
直
ぐ
に
向
こ

う
ま
で
抜
け
て
い
く
」
こ
と
。「
無
理
が
通
れ
ば
道※
１

理
が
引
っ
込
む
」
と
い
う
。「
声
が
通
る
」
も
、
こ
の
筋す
じ

の
使
い
方

で
、
遠
く
ま
で
真
っ
直
ぐ
に
声
が
届
く
こ
と
で
す
。

　
し
か
し
、
気
持
ち
が
伝
わ
る
と
き
に
は
「
気
持
ち
が
通
る
」
と
は
い
わ
ず
、「
気
持
ち
が
通
じ
る
」
と
い
う
。「
真
心

は
通
じ
る
も
の
」
と
か
「
ひ
そ
か
に
気
脈
を
通
じ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
心
情
が
細
い
道
に
よ
っ
て
相
手
に
届
く
こ
と

で
す
ね
。「
事
情
に
通
じ
て
い
る
」
と
は
、
細
か
い
筋
道
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
通
じ
る
」
は
狭せ
ま

い
、

細
い
道
を
、
よ
う
や
く
相
手
、
目
的
地
ま
で
行
き
つ
く
こ
と
で
す
。

　「
通つ
う

」
と
い
う
字
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
「
⻌
」
が
付
い
て
い
ま
す
。「
⻌
」
の
付
い
た
字
は
「
巡め
ぐ
る
・
返か
え
る
・

迫せ
ま
る・
退
し
り
ぞ
く・
追お
う

・
道み
ち

」
な
ど
、
み
ん
な
歩
行
に
関
係
が
あ
る
。
だ
か
ら
「
通
」
に
は
も
と
も
と
「
道
が
つ
い
て
い
る
」

と
い
う
意
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
「
通
」
に
ト
オ
ル
、
ト
オ
リ
と
訓
を
つ
け
た
。

　
し
か
し
、「
通
る
」
と
「
通
じ
る
」
と
は
違
い
ま
す
。「
通
じ
る
」
は
「
東
京
へ
通
じ
る
電
車
」「
台
所
の
方
へ
通
じ

る
ろ
う
か
」
な
ど
と
使
う
。
こ
れ
は
「･･････

を
通
路
と
し
て
」
の
意
味
で
、
そ
の
道
は
細
く
て
も
い
い
。
そ
れ
が

心
理
的
な
交
通
・
理
解
の
方
へ
と
広
が
る
と
、「
あ
の
人
に
は
皮
肉
が
通
じ
な
い
」
と
い
う
使
い
方
に
な
り
ま
す
。

二

（
32）



（
中
三
）

　
次
の
【
文
章
Ⅰ
】
は
、『
日
本
語
練
習
帳
』（
大
野
晋す
す
む）
の
一
節
で
す
。
五
ペ
ー
ジ
の
【
文
章
Ⅱ
】
は
、【
文
章
Ⅰ
】

を
読
ん
だ
ふ
た
り
の
人
物
に
よ
る
対
話
で
す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
後
の
〔
問
一
〕
～
〔
問
六
〕
に
答
え
な
さ
い
。 

た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
問
題
は
、
す
べ
て
句
読
点
や
か
っ
こ
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。

【
文
章
Ⅰ
】

練
習

　
　
　
ａ
　
意
味
が
通
る

　
　
　
ｂ
　
意
味
が
通
じ
る

　
　
　
ｃ
　
道
が
通
っ
て
い
る

　
　
　
ｄ
　
道
が
通
じ
て
い
る

　
　
ａ
と
ｂ
、
ｃ
と
ｄ
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
ち
ら
も
、
お
よ
そ
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

　
　
　
ｅ
　
声
が
通
る

　
　
　
ｆ
　
声
が
通
じ
る

　
こ
の
場
合
、
ｆ
は
な
ん
と
な
く
変
で
す
。「
通
る
」
と
「
通
じ
る
」
と
は
本
質
的
に
ど
こ
か
が
違
う
。「
意
味
が

通
る
」
と
「
意
味
が
通
じ
る
」
も
実
は
違
う
。
ど
こ
が
違
う
の
か
書
い
て
下
さ
い
。

　「
通
る
」
は
、「
汽
車
が
通
る
」「
犬
が
通
る
」「
人
っ
子
一
人
通
ら
な
い
」
と
い
う
。（
定
ま
っ
た
）
道
を
行
き
来
す

る
こ
と
。「
透す

き
通
る
く
ら
い
青
い
色
」
と
か
「
風
が
通
る
」
と
は
、「
向
こ
う
ま
で
は
っ
き
り
突
き
抜
け
る
」
こ
と
。

「
弾た

ま丸
は
通
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
は
貫か
ん
つ
う通
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
。
だ
か
ら
、「
通
る
」
は
「
真
っ
直
ぐ
に
向
こ

う
ま
で
抜
け
て
い
く
」
こ
と
。「
無
理
が
通
れ
ば
道※
１

理
が
引
っ
込
む
」
と
い
う
。「
声
が
通
る
」
も
、
こ
の
筋す
じ

の
使
い
方

で
、
遠
く
ま
で
真
っ
直
ぐ
に
声
が
届
く
こ
と
で
す
。

　
し
か
し
、
気
持
ち
が
伝
わ
る
と
き
に
は
「
気
持
ち
が
通
る
」
と
は
い
わ
ず
、「
気
持
ち
が
通
じ
る
」
と
い
う
。「
真
心

は
通
じ
る
も
の
」
と
か
「
ひ
そ
か
に
気
脈
を
通
じ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
心
情
が
細
い
道
に
よ
っ
て
相
手
に
届
く
こ
と

で
す
ね
。「
事
情
に
通
じ
て
い
る
」
と
は
、
細
か
い
筋
道
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
通
じ
る
」
は
狭せ
ま

い
、

細
い
道
を
、
よ
う
や
く
相
手
、
目
的
地
ま
で
行
き
つ
く
こ
と
で
す
。

　「
通つ
う

」
と
い
う
字
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
「
⻌
」
が
付
い
て
い
ま
す
。「
⻌
」
の
付
い
た
字
は
「
巡め
ぐ
る
・
返か
え
る
・

迫せ
ま
る・
退
し
り
ぞ
く・
追お
う

・
道み
ち

」
な
ど
、
み
ん
な
歩
行
に
関
係
が
あ
る
。
だ
か
ら
「
通
」
に
は
も
と
も
と
「
道
が
つ
い
て
い
る
」

と
い
う
意
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
「
通
」
に
ト
オ
ル
、
ト
オ
リ
と
訓
を
つ
け
た
。

　
し
か
し
、「
通
る
」
と
「
通
じ
る
」
と
は
違
い
ま
す
。「
通
じ
る
」
は
「
東
京
へ
通
じ
る
電
車
」「
台
所
の
方
へ
通
じ

る
ろ
う
か
」
な
ど
と
使
う
。
こ
れ
は
「･･････

を
通
路
と
し
て
」
の
意
味
で
、
そ
の
道
は
細
く
て
も
い
い
。
そ
れ
が

心
理
的
な
交
通
・
理
解
の
方
へ
と
広
が
る
と
、「
あ
の
人
に
は
皮
肉
が
通
じ
な
い
」
と
い
う
使
い
方
に
な
り
ま
す
。

二

（
中
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
言
葉
づ
か
い
が
適
切
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
結
局
そ
れ
ま
で
に
出
あ
っ
た
文
例
の
記き

憶お
く

に
よ
る
の
で
す
。
人
間
は
人

の
文
章
を
読
ん
で
、
文
脈
ご
と
の
言
葉
を
覚
え
ま
す
。
だ
か
ら
、
多
く
の
文
例
の
記
憶
の
あ
る
人
は
、「
こ
ん
な
言
い

方
は
し
な
い
」
と
い
う
判
断
が
で
き
ま
す
。

　
よ
い
行
動
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
人
は
、
よ
い
こ
と
を
し
た
人
の
話
を
聞
い
て
見
習
う
で
し
ょ
う
。
同
じ
よ
う

に
、
鋭す
る
どい
、
よ
い
言
葉
づ
か
い
を
し
た
い
と
思
う
人
は
森
鷗お
う
が
い外
、
夏
目
漱そ
う
せ
き石
、
谷
崎
潤じ
ゅ
ん
い
ち
ろ
う

一
郎
と
か
、
現
代
だ
っ
た
ら
誰だ
れ

で
し
ょ
う
か
、
言
葉
に
対
し
て
セ
ン
ス
が
鋭
い
、
い
わ
ゆ
る
小
説
家
・

※
２戯げ

作さ
く

家か

・
詩
人
・
歌
人
た
ち
、
あ
る
い
は
適
切

な
言
葉
を
使
っ
て
論
文
を
書
く
学
者
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
作
品
・
文
章
を
多
く
読
ん
で
、
文
脈
ご
と
言
葉
を
覚
え
る

の
が
よ
い
の
で
す
。

　
骨こ
っ
と
う董
の

※
３

目め

利き

き
に
な
る
た
め
に
は
、
よ
い
物
を
、
ま
ず
一
流
品
を
見
続
け
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
い
い
ま
す
。
二
流
品

を
見
て
い
て
は
眼め

が
だ
め
に
な
る
。
文
章
も
そ
れ
と
同
じ
で
す
。
よ
い
と
思
わ
れ
る
も
の
、
心
を
ひ
く
も
の
を
見
馴な

れ

て
い
る
う
ち
に
、
あ
あ
、
こ
れ
は
雑
だ
な
と
か
、
こ
こ
は
お
か
し
い
な
と
か
気
づ
く
よ
う
に
な
る
。
自
分
を
引
き
つ
け

る
も
の
は
そ
の
人
に
と
っ
て
よ
い
も
の
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
自
分
を
引
き
つ
け
る
も
の
を
熟じ
ゅ
く
ど
く読し
て
、
そ
れ
を
い
っ

そ
う
鋭
く
深
く
受
け
取
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
次
に
、
よ
い
文
章
と
い
わ
れ
る
も
の
を
読
ん
で
、
ど
こ
が
違
う
か
、
ど

ち
ら
が
よ
い
か
を
自
分
の
目
で
判
断
す
る
こ
と
。

　
と
き
に
は
、「
新
し
い
言
葉
」
を
つ
く
る
人
も
い
ま
す
。
新
し
い
言
葉
を
つ
く
ろ
う
と
、
現
在
は
落
語
家
や
漫ま
ん
ざ
い才

師
、
あ
る
い
は
コ※
４

ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
が
し
の
ぎ
を
削け
ず

っ
て
い
ま
す
。
戦
後
に
ア
ジ
ャ
パ
ー
だ
と
か
ト
ン
デ
モ
ハ
ッ
プ
ン
だ

と
か
、
一
時
は
流
行
す
る
表
現
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
大
部
分
は
一
〇
年
も
た
た
ず
に
消
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
つ

く
ら
れ
た
も
の
の
底
が
浅
か
っ
た
の
で
す
。

　
※
１
　
道
理･･･

物
事
の
あ
る
べ
き
筋
道
。

　
※
２
　
戯
作･･･

江
戸
時
代
に
、
世
間
一
般
の
人
々
に
親
し
ま
れ
た
小
説
。

　
※
３
　
骨
董･･･

さ
ま
ざ
ま
な
古
道
具
。

　
※
４
　
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー･･･

広
告
文
を
つ
く
る
人
。

（
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（
中
五
）

【
文
章
Ⅱ
】

ア
キ
さ
ん
「
こ
の
文
章
で
は
、『
通
る
』
と
い
う
言
葉
と
『
通
じ
る
』
と
い
う
言
葉
を
比
べ
て
い
る
ね
。」

ハ
ル
さ
ん
「
そ
う
だ
ね
。
ど
ち
ら
も
使
え
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
ん
だ
ね
。」

ア
キ
さ
ん
「『
通
る
』
は
（
　
１
　
）
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
る
よ
。」

ハ
ル
さ
ん
「
一
方
で
『
通
じ
る
』
は
（
　
２
　
）
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
る
ね
。」

ア
キ
さ
ん
「 

そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、『
意
味
が
通
じ
る
』
と
い
う
の
は
（
　
３
　
）
と
い
う
意
味
な
の
で
、『
意
味

が
通
る
』
と
は
少
し
違
う
ん
だ
ね
。」

ハ
ル
さ
ん
「 

で
は
、
同
じ
『
通
』
で
も
、
ほ
か
に
『
通か
よ

う
』
と
い
う
読
み
方
も
あ
る
よ
。
こ
れ
は
、『
通
る
』『
通
じ
る
』

と
何
が
同
じ
で
、
何
が
違
う
ん
だ
ろ
う
。」

ア
キ
さ
ん
「
さ
っ
そ
く
『
通
う
』
の
意
味
を
辞
書
で
調
べ
て
み
よ
う
。

Ａ
　
あ
る
所
を
行
き
来
す
る
。

Ｂ
　
あ
る
場
所
を
流
れ
る
。

Ｃ
　
相
手
に
気
持
ち
が
伝
わ
る
。

Ｄ
　（『
～
に
通
う
』
の
形
で
）
～
に
共
通
す
る
。
～
に
似
る
。

　
　
　
　
　
の
四
つ
の
意
味
が
説
明
さ
れ
て
い
る
ね
。」

ハ
ル
さ
ん
「 

筆
者
は
『
通
じ
る
』
の
説
明
で
、
単
に
道
の
行
き
来
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
心
理
的
な
交
通
・
理
解

の
方
へ
も
広
が
っ
て
い
く
と
言
っ
て
い
る
よ
ね
。
そ
う
い
う
点
で
は
、『
通
う
』
の
意
味
Ｃ
『
相
手
に
気

持
ち
が
伝
わ
る
』
は
、『
通
じ
る
』
と
共
通
し
て
い
る
ね
。」

ア
キ
さ
ん
「 

あ
あ
、
本
当
だ
。
そ
の
意
味
で
の
『
通
う
』
を
用
い
た
例
文
を
作
る
と
し
た
ら
、
例
え
ば
『（
　
４
　
）』

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
ね
。」

ハ
ル
さ
ん
「 

な
る
ほ
ど
。
言
葉
を
選
ぶ
と
き
に
は
、
一
つ
一
つ
の
単
語
を
し
っ
か
り
見
き
わ
め
る
必
要
が
あ
る
ん
だ

ね
。」

（
34）



（
中
五
）

【
文
章
Ⅱ
】

ア
キ
さ
ん
「
こ
の
文
章
で
は
、『
通
る
』
と
い
う
言
葉
と
『
通
じ
る
』
と
い
う
言
葉
を
比
べ
て
い
る
ね
。」

ハ
ル
さ
ん
「
そ
う
だ
ね
。
ど
ち
ら
も
使
え
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
ん
だ
ね
。」

ア
キ
さ
ん
「『
通
る
』
は
（
　
１
　
）
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
る
よ
。」

ハ
ル
さ
ん
「
一
方
で
『
通
じ
る
』
は
（
　
２
　
）
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
る
ね
。」

ア
キ
さ
ん
「 

そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、『
意
味
が
通
じ
る
』
と
い
う
の
は
（
　
３
　
）
と
い
う
意
味
な
の
で
、『
意
味

が
通
る
』
と
は
少
し
違
う
ん
だ
ね
。」

ハ
ル
さ
ん
「 

で
は
、
同
じ
『
通
』
で
も
、
ほ
か
に
『
通か
よ

う
』
と
い
う
読
み
方
も
あ
る
よ
。
こ
れ
は
、『
通
る
』『
通
じ
る
』

と
何
が
同
じ
で
、
何
が
違
う
ん
だ
ろ
う
。」

ア
キ
さ
ん
「
さ
っ
そ
く
『
通
う
』
の
意
味
を
辞
書
で
調
べ
て
み
よ
う
。

Ａ
　
あ
る
所
を
行
き
来
す
る
。

Ｂ
　
あ
る
場
所
を
流
れ
る
。

Ｃ
　
相
手
に
気
持
ち
が
伝
わ
る
。

Ｄ
　（『
～
に
通
う
』
の
形
で
）
～
に
共
通
す
る
。
～
に
似
る
。

　
　
　
　
　
の
四
つ
の
意
味
が
説
明
さ
れ
て
い
る
ね
。」

ハ
ル
さ
ん
「 

筆
者
は
『
通
じ
る
』
の
説
明
で
、
単
に
道
の
行
き
来
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
心
理
的
な
交
通
・
理
解

の
方
へ
も
広
が
っ
て
い
く
と
言
っ
て
い
る
よ
ね
。
そ
う
い
う
点
で
は
、『
通
う
』
の
意
味
Ｃ
『
相
手
に
気

持
ち
が
伝
わ
る
』
は
、『
通
じ
る
』
と
共
通
し
て
い
る
ね
。」

ア
キ
さ
ん
「 

あ
あ
、
本
当
だ
。
そ
の
意
味
で
の
『
通
う
』
を
用
い
た
例
文
を
作
る
と
し
た
ら
、
例
え
ば
『（
　
４
　
）』

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
ね
。」

ハ
ル
さ
ん
「 

な
る
ほ
ど
。
言
葉
を
選
ぶ
と
き
に
は
、
一
つ
一
つ
の
単
語
を
し
っ
か
り
見
き
わ
め
る
必
要
が
あ
る
ん
だ

ね
。」

（
中
六
）

〔
問
一
〕 

　【
文
章
Ⅱ
】
の
（
　
１
　
）（
　
２
　
）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、【
文
章
Ⅰ
】
か
ら
（
　
１
　
）
は
十
五

字
以
内
、（
　
２
　
）
は
二
十
五
字
以
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

〔
問
二
〕 

　【
文
章
Ⅱ
】
の
（
　
３
　
）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、「
相
手
」「
意
味
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
二
十

字
以
内
で
考
え
て
答
え
な
さ
い
。

〔
問
三
〕 

　【
文
章
Ⅱ
】
の
（
　
４
　
）
に
当
て
は
ま
る
「
通
う
」
の
例
文
を
、
十
字
以
内
で
つ
く
り
な
さ
い
。

〔
問
四
〕 

　【
文
章
Ⅰ
】【
文
章
Ⅱ
】
を
よ
く
読
ん
で
、
次
の
空
欄
に
入
る
語
が
「
通
る
」
な
ら
ア
、「
通
じ
る
」
な
ら

イ
、
両
方
当
て
は
ま
る
場
合
は
ウ
、
と
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
言
い
切
り
の
形
以
外
が
入
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
ⅰ
　
敵
と
（
　
　
　
）。

　
　
　
　
ⅱ
　
彼
の
わ
が
ま
ま
が
（
　
　
　
）。

　
　
　
　
ⅲ
　
友
人
を
（
　
　
　
）
て
紹
介
さ
れ
た
。

　
　
　
　
ⅳ
　
太
陽
の
光
線
が
カ
ー
テ
ン
を
（
　
　
　
）。

　
　
　
　
ⅴ
　
こ
の
ス
テ
ー
キ
は
中
ま
で
火
が
（
　
　
　
）
て
い
る
。

〔
問
五
〕 

　【
文
章
Ⅰ
】
の
　　
　
　部
「
骨
董
の
目
利
き
に
な
る
た
め
に
は
、
よ
い
物
を
、
ま
ず
一
流
品
を
見
続
け
な

け
れ
ば
だ
め
だ
」
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
た
と
え
た
も
の
で
す
か
。
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
、
六
十
字
以

上
、
七
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

〔
問
六
〕 

　【
文
章
Ⅰ
】
の
特
徴
と
し
て
、
適
当
で
な
い
も
の
を
次
の
ア
～
ウ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な

さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
具
体
例
を
多
く
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
者
の
考
え
を
読
者
が
理
解
し
や
す
く
し
て
い
る
。

　
　
　
　
イ
　
筆
者
の
主
張
を
何
度
も
く
り
返
し
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
ウ 

　「
だ
か
ら
」「
つ
ま
り
」「
し
か
し
」
な
ど
の
言
葉
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
い
た
い
こ
と
を
筋
道
立

て
て
説
明
し
て
い
る
。

（
35）



−中 7−

1 		　下の文章は和歌山県新宮市に住む，としお君と先生と
の会話です。文中の下線部（ 1）～（1０）について，右

の図を参考にしてそれぞれの問いに答えなさい。

先　　生：今年の夏休みは，どこかにでかけましたか。

としお君：	（ 1）千葉に住む，いとこのゆうき君の家に遊びに

行きました。

先　　生：それは楽しそうだね。どのようにして行ったの。

としお君：	電車で行きました。（2）那
な ち

智勝
かつうら

浦や太
たい じ

地・串
くしもと

本か

ら見た海はすごくきれいでした。

先　　生：そうだね。（3）潮
しおの

岬
みさき

の海岸地形は特
とくちょうてき

徴的だよ。新幹線には乗りましたか。

としお君：	はい。新大阪と（4）東京の間は新幹線で往復しました。途中で（5）進行方向の右に富士山も

見え夕日があたって美しかったです。

先　　生：	それはうらやましいな。東京でどこか観光したの。

としお君：	スカイツリーにのぼりました。あちらこちらで工事しているのだなと思いました。

先　　生：	2０2０ 年に東京オリンピックがあるからね。新幹線が開通したのは（6）前回の東京オリンピッ

クの年だよ。日本が高度経済成長のさなかにある時期だね。

としお君：高度経済成長ってなんですか。

先　　生：	第二次世界大戦が終わったあと，アメリカとソ連が激
はげ

しく対立していて，この対立のなか

で朝鮮戦争がおこったんだ。ヨーロッパも東西に分裂していたんだよ。今では（7）ＥＵと

いう組織でまとまっているけどね。日本がまだ経済的に苦しい時期に，朝鮮戦争がおこっ

たため，（８）韓国を支
し

援
えん

していたアメリカが，大量の物資を日本に注文したんだ。それで日

本の景気が一気に上
じょうしょう

昇したんだよ。それを特
とくじゅ

需景
けい き

気といって，その後，（9）1973 年まで日本

の経済成長率が毎年 1０％前後上昇し続けたんだよ。

　　　　　ところで，千葉にはどれぐらいいたの。

としお君：	5 日間です。その間に千葉のことも勉強しました。（1０）千葉と和歌山って深いかかわりをも

つところもたくさんあるんですね。

先　　生：そうなんだ。また勉強したことを話してね。

和
歌
山
県

那智勝浦
串本

潮岬

太地
新宮

社 会 問 題午後入試　適性問題（社会）



−中 7−

1 		　下の文章は和歌山県新宮市に住む，としお君と先生と
の会話です。文中の下線部（ 1）～（1０）について，右

の図を参考にしてそれぞれの問いに答えなさい。

先　　生：今年の夏休みは，どこかにでかけましたか。

としお君：	（ 1）千葉に住む，いとこのゆうき君の家に遊びに

行きました。

先　　生：それは楽しそうだね。どのようにして行ったの。

としお君：	電車で行きました。（2）那
な ち

智勝
かつうら

浦や太
たい じ

地・串
くしもと

本か

ら見た海はすごくきれいでした。

先　　生：そうだね。（3）潮
しおの

岬
みさき

の海岸地形は特
とくちょうてき

徴的だよ。新幹線には乗りましたか。

としお君：	はい。新大阪と（4）東京の間は新幹線で往復しました。途中で（5）進行方向の右に富士山も

見え夕日があたって美しかったです。

先　　生：	それはうらやましいな。東京でどこか観光したの。

としお君：	スカイツリーにのぼりました。あちらこちらで工事しているのだなと思いました。

先　　生：	2０2０ 年に東京オリンピックがあるからね。新幹線が開通したのは（6）前回の東京オリンピッ

クの年だよ。日本が高度経済成長のさなかにある時期だね。

としお君：高度経済成長ってなんですか。

先　　生：	第二次世界大戦が終わったあと，アメリカとソ連が激
はげ

しく対立していて，この対立のなか

で朝鮮戦争がおこったんだ。ヨーロッパも東西に分裂していたんだよ。今では（7）ＥＵと

いう組織でまとまっているけどね。日本がまだ経済的に苦しい時期に，朝鮮戦争がおこっ

たため，（８）韓国を支
し

援
えん

していたアメリカが，大量の物資を日本に注文したんだ。それで日

本の景気が一気に上
じょうしょう

昇したんだよ。それを特
とくじゅ

需景
けい き

気といって，その後，（9）1973 年まで日本

の経済成長率が毎年 1０％前後上昇し続けたんだよ。

　　　　　ところで，千葉にはどれぐらいいたの。

としお君：	5 日間です。その間に千葉のことも勉強しました。（1０）千葉と和歌山って深いかかわりをも

つところもたくさんあるんですね。

先　　生：そうなんだ。また勉強したことを話してね。

和
歌
山
県

那智勝浦
串本

潮岬

太地
新宮

社 会 問 題

−中 8−

（ 1 	）下の図はある都道府県の形をあらわしています。千葉県はどれですか。つぎのア～エから一つ
選び，その記号で答えなさい。

ア イ ウ エ

（ 2 	）那智勝浦町にある勝浦漁港は，ある魚の水揚げ量が多いことで知られています。その魚として

最も適当なものを，つぎのア～エから一つ選び，その記号で答えなさい。

　　　ア　ブリ　　　　　　　イ　サケ　　　　　　　ウ　フグ　　　　　　　エ　マグロ

（37）



−中 9−

（ 3 	）下の図は，2０16 年の旭
あさひかわ

川・新
にいがた

潟・潮岬・那
な は

覇の月別の平
へいきん

均気温と降水量をあらわしています。

潮岬はどれですか。正しいものを次のア～エから一つ選び，その記号で答えなさい。
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　　（注）　気象庁ホームページより作成

（ 4 	）2０16 年 7 月の選挙で当選し，東京都知事となった人物を，つぎのア～エから一つ選び，その記

号で答えなさい。

　　　ア　菅
すがよしひで

義偉　　　　　イ　舛
ますぞえ

添要
よういち

一　　　　　ウ　小
こ

池
いけ

百
ゆ り こ

合子　　　　　エ　稲
いな

田
だ

朋
とも

美
み

（38）



−中 9−

（ 3 	）下の図は，2０16 年の旭
あさひかわ

川・新
にいがた

潟・潮岬・那
な は

覇の月別の平
へいきん

均気温と降水量をあらわしています。
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　　（注）　気象庁ホームページより作成

（ 4 	）2０16 年 7 月の選挙で当選し，東京都知事となった人物を，つぎのア～エから一つ選び，その記

号で答えなさい。

　　　ア　菅
すがよしひで

義偉　　　　　イ　舛
ますぞえ

添要
よういち

一　　　　　ウ　小
こ

池
いけ

百
ゆ り こ

合子　　　　　エ　稲
いな

田
だ

朋
とも

美
み

−中 10 −

（ 5 	）このときの新幹線は「のぼり」ですか，「くだり」ですか。どちらか正しいほうを答えなさい。

（ 6 	）前回の東京オリンピックが行われた年を，つぎのア～エから一つ選び，その記号で答えなさい。

　　　ア　195８ 年　　　　　イ　1964 年　　　　　ウ　197８ 年　　　　　エ　199８ 年

（ 7）2０16 年にＥＵ離
り

脱
だつ

を発表した国はどこですか。その国名を答えなさい。

（ ８ 	）2０16 年にはアメリカで，2０17 年には韓国で大統領選挙が行われました。それぞれの選挙で当選

した，アメリカと韓国の大統領の組合せとして正しいものを，つぎのア～エから一つ選び，その

記号で答えなさい。

　　　ア　　アメリカ　　　　オバマ　　　　　　　韓国　　　　朴
パク

槿
ク

恵
ネ

　　　イ　　アメリカ　　　　オバマ　　　　　　　韓国　　　　文
ムンジェ

在寅
イン

　　　ウ　　アメリカ　　　　トランプ　　　　　　韓国　　　　朴
パク

槿
ク

恵
ネ

　　　エ　　アメリカ　　　　トランプ　　　　　　韓国　　　　文
ムンジェ

在寅
イン

　

（ 9 	）1973 年のできごととして最も適当なものを，つぎのア～エから一つ選び，その記号で答えなさ

い。

　　　ア　日本国憲法の施
し

行
こう

　　　　　　　　　　　　　イ　石油危
き き

機

　　　ウ　日米安全保障条約の締
ていけつ

結　　　　　　　　　　エ　湾
わんがん

岸戦争

（1０	）千葉県と和歌山県はともにある調味料に深いかかわりがあります。和歌山県はその調味料がう

まれた地ともいわれています。千葉県はその調味料の生産が日本で最も多い県です。その調味料

はなんですか。最も適当なものを，つぎのア～エから一つ選び，その記号で答えなさい。

　　　ア　塩　　　　　　イ　酢
す

　　　　　　ウ　しょうゆ　　　　　　エ　みそ

（39）
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2 		　つぎの文章を読み，文中の下線部（ 1）～（ 7）について，それぞれの問いに答えなさい。

　ひろみさんは，和歌山市に住む女子中学生です。和歌山市は，作家（1）有
ありよし

吉佐
さ わ こ

和子が題材としてと

りあげた紀ノ川の河口にあります。（2）和歌山城の近くに住むひろみさんは，和歌山の歴史・地理に興

味をもっており，休日には街のあちらこちらを散策します。今月は，（3）『万
まんようしゅう

葉集』にも詠
よ

まれた風
ふうこう

光

明
めい

媚
び

な地である和
わ か

歌浦
うら

の周辺を歩きました。その風景は，江戸時代の（4）浮世絵にもえがかれたそう

です。来月には，和歌山駅から紀の川市の貴
き し

志駅まで（5）鉄道で行ってみようと思っています。貴志

駅は，ネコが駅長であることが有名で，休日には外国人観光客もたくさん集まってきます。

（ 1 	）有吉佐和子は女性の作家として知られています。つぎのア～エの歴史上のことがらで，女性が

行
おこな

ったものとして誤っているものを一つ選び，その記号で答えなさい。

　　　ア	　かな文字を使って，宮
きゅうてい

廷の生活や自然の変化をいきいきと表現した『枕
まくらのそうし

草子』という作品

を書きました。

　　　イ　幕府の命令を受けて全国を測量して歩き，はじめて正確な日本地図をつくりました。

　　　ウ	　岩
いわくら

倉使節団について 7 才のときにアメリカにわたり，帰国したのちに英語教師育成のため

の学校をつくりました。

　　　エ	　日
にち

露
ろ

戦争で兵士として戦場にいる弟を心配し，「君死にたまうことなかれ」という歌を詠み

ました。

（ 2 	）和歌山城は，江戸時代には御三家のひとつである紀
き い

伊の徳川氏が住む城でした。つぎのア～エ

のうち御
ご

三
さん

家
け

の城があった都市を一つ選び，その記号で答えなさい。

　　　ア　熊本　　　　　　イ　京都　　　　　　ウ　名古屋　　　　　　エ　仙台

（ 3）『万葉集』に深いかかわりがある語句をつぎのア～エから一つ選び，その記号で答えなさい。

　　　ア　さきもり　　　　　イ　かさがけ　　　　　ウ　てつはう　　　　　エ　とこのま
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（ 4 	）浮世絵師のひとりで『東
とうかいどう

海道五
ごじゅうさんつぎ

十三次』の作者を，つぎのア～エから一つ選び，その記号で答

えなさい。

　　　ア　近
ちかまつもん

松門左
ざ

衛
え

門
もん

　　　イ　歌
うたがわ

川広
ひろしげ

重　　　　　ウ　前
まえのりょうたく

野良沢　　　　　エ　本
もとおりのりなが

居宣長

（ 5 	）日本で最初に開通した鉄道の駅名の組合せとして正しいものを，つぎのア～カから一つ選び，

その記号で答えなさい。

　　　ア　東京　　　　大阪　　　　　イ　東京　　　　新橋　　　　　ウ　横浜　　　　新橋　

　　　エ　横浜　　　　大阪　　　　　オ　横浜　　　　神戸　　　　　カ　大阪　　　　神戸

（41）
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3 		　つぎの（ 1）～（ ８）の問題に答えなさい。

（ 1 	）縄文時代から古墳時代について書かれた文ア～ウから誤っているものを一つ選び，その記号で
答えなさい。

　　　ア　青森県にある三内丸山遺跡は，縄文時代の代表的な遺跡です。

　　　イ　佐賀県にある吉
よし

野
の

ケ
が り

里遺跡は，弥
やよい

生時代の代表的な遺跡です。

　　　ウ　奈良県にある大仙古墳は，日本最大の円墳です。

（ 2 	） 7 世紀の飛鳥時代のできごとについて書かれた文ア～ウから誤っているものを一つ選び，その
記号で答えなさい。

　　　ア　聖
しょうとくたいし

徳太子が，冠
かん

位
い

十二階や十七条憲法を定めました。

　　　イ　中
なかのおおえのおうじ

大兄皇子と中
なかとみのかまたり

臣鎌足が，蘇
そ

我
が

氏を攻め滅ぼしました。

　　　ウ　聖
しょうむ

武天皇が，全国に国
こくぶん

分寺
じ

を建てるように命じました。

（ 3 	）鎌倉・室町時代について書かれた文ア～ウから誤っているものを一つ選び，その記号で答えな
さい。

　　　ア　鎌倉幕府で，将軍をたすける最高の役職を執
しっけん

権とよび，代々藤
ふじわら

原氏がつとめました。

　　　イ　室町幕府の将軍の足
あしかが

利義
よし

満
みつ

は中
ちゅうごく

国（明
みん

）との国交を開き，貿易をはじめました。

　　　ウ　室町時代に，京都の僧であった雪
せっしゅう

舟は，自然を題材とした水
すいぼく

墨画
が

をえがきました。

（ 4 	）16世紀のできごとについて書かれた文ア～ウから誤っているものを一つ選び，その記号で答え
なさい。

　　　ア　オランダ人が乗った船が種
たねがしま

子島に着き，鉄
てっぽう

砲が伝えられました。

　　　イ　織
お だ

田信
のぶなが

長は，寺社の勢力と対
たいこう

抗するために，キリスト教を保護しました。

　　　ウ　豊
とよとみ

臣秀
ひで

吉
よし

は，百
ひゃくしょう

姓への支配を固めるために各地で検
けん

地
ち

や刀
かたながり

狩を行いました。

（42）
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（ 5）江戸時代について書かれた文ア～ウから誤っているものを一つ選び，その記号で答えなさい。

　　　ア　将軍徳
とくがわ

川家
いえみつ

光は，武
ぶ け

家諸
しょはっと

法度に参
さんきん

勤交
こうたい

代の制度を加えました。

　　　イ　益
ます

田
だ

時
ときさだ

貞（天
あまくさ

草四
し

郎
ろう

）を中心にキリスト教信者の百姓らが一
いっき

揆をおこしました。

　　　ウ　シャクシャインが，朝
ちょうせん

鮮通
つうしん

信使
し

の最初の使者として来日しました。

（ 6）明治時代について書かれた文ア～ウから誤っているものを一つ選び，その記号で答えなさい。

　　　ア　政治の方針を日本中に広まるようにするために，廃
はいはん

藩置
ち

県
けん

が行われました。

　　　イ　長野県につくられた富
とみおか

岡製糸場の製品は「トミオカ＝シルク」として知られました。

　　　ウ　国会開設に備えて，大
おおくま

隈重
しげのぶ

信は立
りっけん

憲改
かいしんとう

進党という政党をつくりました。

（ 7 	）第一次世界大戦後の日本について書かれた文ア～ウから誤っているものを一つ選び，その記号
で答えなさい。

　　　ア　25 才以上のすべての男子が，選挙権をもつことになりました。

　　　イ　東
とうごう

郷平
へいはちろう

八郎の指
し き

揮する艦
かんたい

隊は，日本海海戦でロシアの大艦隊を破りました。	

　　　ウ　東京で関
かんとう

東大
だいしんさい

震災がおこり，大変な被害がでました。

（ ８ 	）第二次世界大戦後の日本について書かれた文ア～ウから誤っているものを一つ選び，その記号
で答えなさい。

　　　ア　電気せんたく機・テレビ・電気冷
れいぞう

蔵庫などの家庭電化製品が多くの家庭に広まりました。

　　　イ	　はじめて日刊新聞が発行されるようになり，ラジオ放送もはじまりました。

　　　ウ　スーパーマーケットや，コンビニエンスストアなどのような店が広まりはじめました。

（43）
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1 �　図のような三角形�ABC�があります。三角形�ABC�の面積は�60�cm2�です。AC�を�3�等分す
る点を�C�に近い方から順に点�D，E�とします。

　　（ 1）�　点�B�と点�D，点�B�と点�E�を結んで三角形�BDE�を

作ります。三角形�BDE�の面積を求めなさい。

　　（ 2）�　辺�AB�上に点�F�をとります。このとき，三角形�AFD�の面積と三角形�BCD�の面積

が等しくなりました。AF：FB�をもっとも簡
かんたん

単な整数の比で表しなさい。

算 数 問 題

Ａ

ＣＢ

Ｆ Ｅ

Ｄ

午後入試　適性問題（算数）
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2 ��［Ⅰ］まゆさんの家は家族で�A�社の通信回線を使用しています。家族一人ひとりの一日あた
りのデータ使用量は次のとおりです。

� 　　　　父　700�KB，　母　67.5�MB，　まゆさん　89.1�MB，　弟　26.2�KB

� �　データ使用量の単位は，GB（ギガバイト），MB（メガバイト），KB（キロバイト）です。

また，1000�KB�が�1�MB，1000�MB�が�1�GB�です。

� �　A�社は，一か月（30 日）分のデータ使用量に合わせて下記の通りプランを設定しています。

プラン名項目名 プラン�A プラン�B プラン�C プラン�D プラン�E

一か月のデータ使用量の上限
（単位：GB） 1 2 3 5 20

一か月の料金
（単位：円） 1980 2980 3480 4480 5480

� �　家族のデータ使用量一か月（30 日）分の合計が各プランにおける上限を超えると，通信速

度が下がります。

� �　次の問いに答えなさい。

　　（ 1）�　通信速度を下げずに料金を最も安くするためには，どのプランを選べばよいか答えな

さい。また，その求め方も書きなさい。

　　（ 2）�　一か月（30 日）分のデータ使用量の合計が，まゆさんは�200�MB�だけ，お母さんは�

80�MB�だけ増えたとします。この場合，通信速度を下げずに料金を最も安くするため

には，どのプランを選べばよいか答えなさい。また，その求め方も書きなさい。

（45）
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　　�［Ⅱ］表は，「性別とインターネット接続機器の利用率」，「年れいとインターネット接続機器

の利用率」についての資料です。この表を読んで，次の各問いに答えなさい。

� �表：子供のインターネット接続機器の利用率（子供の性別，年れい別）

（単位：％）

「接続機器」 スマートフォン タブレット けい帯ゲーム機 すえ置型ゲーム機

【総数】 29.4 22.6 28.3 15.7

〔子供の性別〕

男性 29.3 22.9 32.0 19.6

女性 29.5 22.2 24.4 11.8

〔子供の年れい〕

０才 3.1 なし 1.0 なし

１才 5.8 3.3 なし なし

２才 30.7 17.2 1.8 0.6

３才 32.1 17.9 9.3 3.7

４才 40.5 19.8 9.2 8.4

５才 33.1 20.2 19.6 12.9

６才 35.5 30.8 36.1 18.9

７才 31.9 35.6 46.6 27.0

８才 29.7 30.2 56.6 30.2

９才 35.7 32.7 67.8 37.2

内閣府「低年れい層の子供のインターネット利用環
かんきょう

境実態調査報告書」より作成（平成�29�年�5�月発表）

（46）
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　　（ 1）�　次の①，②についてそれぞれ正しいか正しくないかを答えなさい。

　　　　　�正しい場合は「正しい」を○で囲み，その理由は書かなくてもよいです。

　　　　　正しくない場合は「正しくない」を○で囲み，その理由も書きなさい。

　　　　　①�　「タブレット」は女性の利用率よりも男性の利用率の方が高い。

　　　　　②�　どの年れい層でも利用率が最も高いのは「スマートフォン」である。

　　（ 2）�　表における「接続機器」の中から一つ選び，選んだ「接続機器」における「�5�才〜��

9�才にかけての年れいと利用率の関係」について，表からわかることを答えなさい。
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−中 5−

1 ��　次の文章を読み，あとの問 1から問 2に答えなさい。

　冬のある日にやよいさんとわこうくんは，温度による容器の形や大きさの変化が気になり，あたた

かい空気が入ったやわらかい容器を冷蔵庫にしばらく入れ，その変化を観察しました。

【わこう】①冷蔵庫に入れていた容器はへこんで小さくなっているね。

【やよい】温度と体積の関係についてもっとくわしく調べてみよう。

　次に，やよいさんとわこうくんは気温や温度計について会話をしています。

【わこう】夏に比べて屋外の温度計の液面が下がっているね。

【やよい】�いつも何気なく使っている温度計だけど，いつごろ発明されたのだ

ろう。

【わこう】�いま分かっているもっとも古い温度計は，400年以上前にガリレオ・

ガリレイが発明したものだと聞いたことがあるよ。図書館の本には，

その温度計の説明が次のように書かれているよ。

　『�下の容器に入っているのは水で，そこへ上が閉じているガラス管がさしこ

まれていて，ガラス管の真ん中まで水が上がってきている。』

　　　　　�しかし，水は蒸発するため水面の変化に大きな誤差が生じてしまい

正確な測定ができないんだ。水のかわりに，ほとんど蒸発しない液

体に変えて実験しよう。

　やよいさんとわこうくんはこの温度計をつくり，冷蔵庫に入れました。そし

て，しばらくしてから温度計を取り出し，②冷蔵庫に入れる前と入れた後のガ

ラス管内の液面の変化を観察したところ，液面は高くなっていました。

問 1　下線部①と同じ理由によっておこるものを次の（ア）〜（オ）から 2つ選び，記号で答えなさい。

　　（ア）ふたをしたペットボトルを水深 25mまでしずめると，ペットボトルはへこむ。

　　（イ）よく冷えた冬に暖
だんぼう

房をつけていたら部屋の窓に水
すいてき

滴がつく。

　　（ウ）少しへこんだピンポン玉にお湯をかけると元にもどる。

　　（エ）山頂に到達したとき，おかしのふくろはふくらんでいる。

　　（オ）�よく晴れた夏の日に砂浜に置いてあったビーチボールを涼しい部屋に置いておくと張りが

無くなった。

問 2 �　下線部②についてその理由を書きなさい。

屋外の温度計

ガリレオの温度計

理 科 問 題午後入試　適性問題（理科）



−中 5−
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【わこう】①冷蔵庫に入れていた容器はへこんで小さくなっているね。

【やよい】温度と体積の関係についてもっとくわしく調べてみよう。

　次に，やよいさんとわこうくんは気温や温度計について会話をしています。

【わこう】夏に比べて屋外の温度計の液面が下がっているね。

【やよい】�いつも何気なく使っている温度計だけど，いつごろ発明されたのだ

ろう。

【わこう】�いま分かっているもっとも古い温度計は，400年以上前にガリレオ・

ガリレイが発明したものだと聞いたことがあるよ。図書館の本には，

その温度計の説明が次のように書かれているよ。

　『�下の容器に入っているのは水で，そこへ上が閉じているガラス管がさしこ

まれていて，ガラス管の真ん中まで水が上がってきている。』

　　　　　�しかし，水は蒸発するため水面の変化に大きな誤差が生じてしまい

正確な測定ができないんだ。水のかわりに，ほとんど蒸発しない液

体に変えて実験しよう。

　やよいさんとわこうくんはこの温度計をつくり，冷蔵庫に入れました。そし

て，しばらくしてから温度計を取り出し，②冷蔵庫に入れる前と入れた後のガ

ラス管内の液面の変化を観察したところ，液面は高くなっていました。

問 1　下線部①と同じ理由によっておこるものを次の（ア）〜（オ）から 2つ選び，記号で答えなさい。

　　（ア）ふたをしたペットボトルを水深 25mまでしずめると，ペットボトルはへこむ。

　　（イ）よく冷えた冬に暖
だんぼう

房をつけていたら部屋の窓に水
すいてき

滴がつく。

　　（ウ）少しへこんだピンポン玉にお湯をかけると元にもどる。

　　（エ）山頂に到達したとき，おかしのふくろはふくらんでいる。

　　（オ）�よく晴れた夏の日に砂浜に置いてあったビーチボールを涼しい部屋に置いておくと張りが

無くなった。

問 2 �　下線部②についてその理由を書きなさい。

屋外の温度計

ガリレオの温度計

理 科 問 題

−中 6−

2 ��　あとの問 1から問 2に答えなさい。

問 1 �　「スチールウール・鉛筆のしん・チョーク・アルミニウムはく・木片・銅板」を，グループ①

「スチールウール・鉛筆のしん・アルミニウムはく・銅板」の 4つとグループ②「チョーク・木片」

の 2つにグループ分けしました。グループ①とグループ②のちがいを説明しなさい。

問 2 �　次の動物の子のふやし方について， 2 つと 3 つのグループに分け，それがどのようにちがうか

説明しなさい。

　　　イヌ　　　　カメ　　　　ニワトリ　　　　イルカ　　　　イワシ

（49）



−中 7−

3 ��　次の文章を読み，あとの問 1から問 3に答えなさい。

　立
たてやま

山駅からケーブルカー，バスを乗りつぎ，室
むろどう

堂にとう着したやよいさんたちの会話です。

【やよい】やっと着いたね。立山駅の気温は 25.1℃だったのに，ここはかなりすずしいんだね。

【わこう】そうだね。高さが 100 メートル高くなるごとに 0.5℃気温が低くなる，と習ったよ。

【やよい】どうりで，向こうに見える山には昨年の冬に降った雪が残っているんだね。

【わこう】山の向こうには，氷が川のように流れている氷河もあるよ。

立山駅から室堂をとおり大観峰へ

大観峰
2316m

立山
3015m

弥陀ヶ原
1930m

室堂
2450m

美女平
977m

立山駅
470m

室堂と立山のながめ

　次の日，みんなはトロリーバスで山の向こう側の大
だいかんぼう

観峰に移動しました。

黒部川第四ダム大観峰からの眺め

【やよい】すごい景色だね。黒部ダムもすごいね。黒部川にも興味がでてきたわ。

【お父さん】��黒部川流域は雨が多く流れが急なので，多くの水力発電所が作られたんだ。川の〔　Ａ　〕

するはたらきが大きくなり，黒部峡
きょうこく

谷には十字峡
きょう

といった美しい景色もあるんだ。

【やよい】�その流れがゆるやかになると，〔　Ｂ　〕するはたらきが小さくなり，それまで運ばれてき

た砂やれきが〔　Ｃ　〕し，〔　Ｄ　〕をつくると習ったよ。

（50）



−中 7−

3 ��　次の文章を読み，あとの問 1から問 3に答えなさい。

　立
たてやま

山駅からケーブルカー，バスを乗りつぎ，室
むろどう

堂にとう着したやよいさんたちの会話です。

【やよい】やっと着いたね。立山駅の気温は 25.1℃だったのに，ここはかなりすずしいんだね。

【わこう】そうだね。高さが 100 メートル高くなるごとに 0.5℃気温が低くなる，と習ったよ。

【やよい】どうりで，向こうに見える山には昨年の冬に降った雪が残っているんだね。

【わこう】山の向こうには，氷が川のように流れている氷河もあるよ。

立山駅から室堂をとおり大観峰へ

大観峰
2316m

立山
3015m

弥陀ヶ原
1930m

室堂
2450m

美女平
977m

立山駅
470m

室堂と立山のながめ

　次の日，みんなはトロリーバスで山の向こう側の大
だいかんぼう

観峰に移動しました。

黒部川第四ダム大観峰からの眺め

【やよい】すごい景色だね。黒部ダムもすごいね。黒部川にも興味がでてきたわ。

【お父さん】��黒部川流域は雨が多く流れが急なので，多くの水力発電所が作られたんだ。川の〔　Ａ　〕

するはたらきが大きくなり，黒部峡
きょうこく

谷には十字峡
きょう

といった美しい景色もあるんだ。

【やよい】�その流れがゆるやかになると，〔　Ｂ　〕するはたらきが小さくなり，それまで運ばれてき

た砂やれきが〔　Ｃ　〕し，〔　Ｄ　〕をつくると習ったよ。

−中 8−

問 1 �　やよいさんたちが室堂に到着したときの室堂の気温は何℃ですか。また，その求め方も書きな

さい。やよいさんたちが立山駅を出発した時から室堂の気温は変わっていないものとし，気温は

高さが 100 メートル高くなるごとに 0.5℃低くなるものとします。

問 2 �　文中の〔Ａ〕〜〔Ｄ〕にあてはまるもっともふさわしいことばを次の（ア）〜（エ）から 1 つ

ずつ選び，記号で答えなさい。ただし，同じ記号は一度しか使ってはいけません。

　　（ア）たい積　　　（イ）しん食　　　（ウ）運ぱん　　　（エ）せん状地

問 3 �　やよいさんたちは，立山で右の写真のような

姿のライチョウを見かけました。このライチョ

ウは，やよいさんたちが見た夏にはこのような

姿をしていますが，冬には毛が生えかわり真っ

白な姿になるそうです。ライチョウの毛の色が

このように変わるのはなぜだと思いますか。そ

の理由を書きなさい。

（51）



2 0 1 8 年 度

入学試験問題解答例
午前入試（国語，算数，理科）

午後入試（国語・社会，算数・理科）

（中 学 校）

（53）



2018年度　　　附属中学校入学試験（午前）　　国 語　　解 答 用 紙

受 験 番 号

合 計

氏 名

〔
問
一
〕

採
点
欄

三 二 一
〔
問
一
〕

〔
問
八
〕

〔
問
二
〕
Ａ

Ｂ

ⓐ①

②

③

④

ⓑ

ⓒ

〔
問
三
〕

〔
問
一
〕

①

②

③

④

⑤

⑥

〔
問
二
〕

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

〔
問
三
〕

〔
問
四
〕

〔
問
六
〕

〔
問
九
〕

〔
問
七
〕

〔
問
七
〕

ⓐ

〔
問
五
〕

〔
問
二
〕

ⓑ〔
問
三
〕

〔
問
四
〕

〔
問
五
〕

〔
問
六
〕

と
い
う
こ
と
。

か
ら
。

〔
問
八
〕

〔
問
十
〕

か
ら
。

と
い
う
こ
と
。

創
　
刊

枚
　
挙

見
　
聞

視
　
察

景
　
気

調
　
律

名
　
目

永
　
世

取
　
捨

持
　
久

呼
　
応

温
　
存

臨
　
席

精
　
密

負
　
担

ウエウ

ア

ア

エ

イ

ウオ ウ

ウ エ

イ イ

カ ア

ア

エ

イ

ア

オ

イ

エ

カ
エ

イイ

ア

ア

特
別

セ
リ
フ
の
や
り
と
り
に
く
り
か
え
し
が
多
い
　
　
　

蓮
の
花
が
開
く
時
、
ぽ
ん
、
っ
て
音
が
す
る
　
　
　

つ
ま
ら
な
い

ド
ラ
マ
が
登
場
人
物
の
具
体
的
な
行
動
だ
け
で
表
現
さ
れ
て
い
る

発
声
や
演
出
を
先
生
に
教
え
ら
れ
て
、
自
分
の
も
の
に
し
て
い
く

2018年度　中学校　午前入試　 国語 　解答例
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採 点 欄

1

2

3

（1） （2）

（4） イ

（6）

（8）

（7）ア　

（3）

（2）

（5）

（1）

合

　計

1

2

3

4

5

2018年度　　附属中学校入学試験（午前）　　算　数　　解 答 用 紙

受 験 番 号

氏 名

4

① ア　　　　 　イ 問

分ｍ円

ア　

ウイア

ア　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　エ　　　　　　　　　オ

オ カ

イ　

②（3） ①（4）

（1）ア

ウ エ

イ（2）

（2）

（3）

（1）

（2）

（3） （4）

（1）

（3）

エ

5

②

cm3

cm2 cm

10
39

1
3

11700

Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ａ

89 115

5600

1.5 2
3

1000

106

3

45 23 15 30

7

2 15

15

103

36

22

2000

58

36

390

36.28

28

3

11

2018年度　中学校　午前入試　 算数 　解答例
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問 8

2018年度　　附属中学校入学試験（午前）　　理　科　　解 答 用 紙

採 点 欄

受 験 番 号

氏 名

1

問 2

問 7（ 2）

問 7 問 8 問 9 問 10

℃g

g g

g

g

3

2

問 1 （ア） 問 1（イ）

問 3（エ） 問 3（オ） 問 4 問 5（カ） 問 5（ク） 問 6 問 7

4

問 1 問 2 問 3

問 4 （ 5 ）

問 1 問 2（ア） 問 2（ウ）

問 5（１） 問 5（ 2）

問 5 問 6

Ａ　→　　　→　　　→　　　→　　　→　　　→　　　→

①　→　　　→　　　→　　　→　⑧

問 3 問 4

問 7（１）問 6

問 4（１） 問 4（ 2） 問 4（ 3） 問 4（ 4）

問 1（ 1） 問 1（ 2） 問 1（ 3） 問 2（ 1） 問 2（ 2） 問 3（ 1） 問 3（ 2）

問 4（ 1） 問 4（ 2） 問 4（ 3） 問 5 問 6

問 9

（ア） （イ） （ウ）

→　　　→　　　→　　　→

に　　　　　　　cm に　　　　　　　cm

に　　　　　　　cm

酸　素 二酸化炭素

白血球

② ① ⑤

90 60 400

⑤ ④ ふっとう ① ② ③

えい星 下げんの月 新　月

③

③

⑤

1200 300

⑤

②

⑥

（Ｄ）

①

④

（Ｈ）

①

600

（Ｃ）

（Ｂ）

①

（キ）

右（東）

左

左 右

10

10 10

（ウ）

右（東）

空気が接する表面積が大きくなるため、気体の交かんが効率よく行われる。

対物レンズとプレパラートをぶつけないようにするため。

え　ら

Ｅ

⑦ ④ ②

Ｇ Ｃ

③

Ｄ

②

Ｆ

④

Ｈ

⑤

Ｂ

①

Ｂ，Ｄ

毛細血管

2018年度　中学校　午前入試　 理科 　解答例
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2018年度　　附属中学校入学試験（午後）　　適性問題（国語）　　解答用紙

受 験 番 号

合 計

氏 名

採
点
欄

二 一
〔
問
二
〕

〔
問
三
〕

〔
問
四
〕

〔
問
一
〕

〔
問
五
〕

①

②

③

④

⑤

ⅰ

ⅱ

ⅲ

ⅳ

ⅴ

１２

〔
問
六
〕

オイイ

イウ

エイ

ウア

アア

狭
い
、
細
い
道
を
、
よ
う
や
く
相
手
、
目
的
地
ま
で
行
き
着
く
　

鋭
い
、
よ
い
言
葉
づ
か
い
を
す
る
た
め
に
は
、
言
葉
に
対
し
て
セ

ン
ス
が
鋭
い
人
や
、
適
切
な
言
葉
を
使
う
人
た
ち
の
文
章
を
、
多

相
手
が
何
と
か
意
味
を
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

く
熟
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
　
　

友
だ
ち
と
心
が
通
う
。
　

真
っ
直
ぐ
に
向
こ
う
ま
で
抜
け
て
い
く

順
不
同

（
例
）

2018年度　中学校　午後入試　適性問題（国語）　解答例
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受 験 番 号

氏 名

1

（1） （2）

（5） （6） （7）

2018年度　　附属中学校入学試験（午後）　　適性問題（社会）　　解答用紙

（3） （4）

（10）（9）（8）

採 点 欄

2

（1） （2）

（5）

（3） （4）

3

（1） （2）

（6）（5）

（3）

（7） （8）

（4）

ア

イ

ウ

エ

くだり

エ

ウ

ウ

イ

イ

イ

ウ

ウ

ウ

ア

ア

イ

ウ

ウ

イ

ア

イ

イギリス

2018年度　中学校　午後入試　適性問題（社会）　解答例
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採 点 欄

2

［Ⅰ］

［Ⅱ］

合

　計

1

2

2018年度　　附属中学校入学試験（午後）　　適性問題（算数）　　解答用紙

受 験 番 号

氏 名

（1）

①

②

選んだ「接続機器」名

プラン名

求め方

理由

理由

プラン名

求め方

正しい

・

正しくない

正しい

・

正しくない

表からわかること

（2）

（1） （2）cm2 ：
1

（1） （2）

20

プランＤ

けい帯ゲーム機

一日あたりの家族の使用量の合計は
0.7＋67.5＋89.1＋0.0262
＝ 157.3262 MB
一か月分の合計は 157.3262×30
　　　　　　　　 ＝ 4719.786 MB
　　　　　　　　 ＝ 4.719786 GB
3 GB より大きく 5 GB より小さい
からプランＤを選べばよい。

7 才ではスマートフォンの利用率が 31.9％ で、
タブレットの利用率が 35.6％ なのでタブレットの方が高い。

5 才〜 9 才にかけて年れいが上がるにつれて利用率が
増えていっている。

1　　　　　1

プランＤ

4719.786＋200＋80
＝ 4999.786 MB
＝ 4.999786 GB
3 GB より大きく 5 GB より小さい
からプランＤを選べばよい。
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受 験 番 号

氏 名

問 1

℃

問 2
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

問 1

2

問 2

問 2

採 点 欄

グループ分けしたもの
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
グループ分けした理由

グループ分けしたもの
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
グループ分けした理由

問 3

求め方

問 1

（オ）（ウ）

（イ）

15.2

（ウ） （ア） （エ）

イヌ・イルカ

子を母親の体内で育ててからうむ
というふやし方。

カメ・ニワトリ・イワシ

卵をうみ、卵から子をかえすとい
うふやし方。

ガラス管内の空気が冷やされて体積が小さくなったから。

グループ①は電気をよく通すもので、グループ②は電気を通しにくいもの。

冬になると立山には雪が積もって一面が白くなる。その中で、敵に見つか
りにくくするため。

2450−470 ＝ 1980
1980÷100 ＝ 19.8

19.8×0.5 ＝ 9.9
25.1−9.9 ＝ 15.2
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