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（
中
一
）

　
次
の
文
章
は
、「
日
本
型
社
会
シ
ス
テ
ム
論
」
と
い
う
題
で
上
田
紀
行
が
講
演
し
た
も
の
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
、
句
読
点
や
括か
っ

弧こ

な
ど
も
全
て
一
字

に
数
え
ま
す
。

　
私
た
ち
の
命
と
い
う
の
は
、
何
も
生
命
機
能
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
大
き
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
思
い

ま
す
。
物
質
的
な
肉
体
だ
け
で
な
く
て
、
私
た
ち
の
生
き
方
な
ど
を
含
ん
で
い
る
「
　
　
　
　
」
で
す
よ
ね
。
日
本
語

で
「
身
体
」
と
か
「
身
」
と
い
う
場
合
、
こ
う
い
っ
た
命
と
い
う
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば

「
身
を
焦こ

が
す
ほ
ど
の
恋こ
い

」
と
い
い
ま
す
が
、
本
当
に
身
体
を
焦こ

が
し
ち
ゃ
っ
た
ら
、
た
だ
の
や
け
ど
を
す
る
だ
け
で

す
か
ら
ね
（
笑
）。

　
ほ
か
に
は
、「
身
を
粉
に
し
て
働
く
」
と
も
い
い
ま
す
が
、
こ
の
場
合
も
、
実
際
に
身
体
が
粉こ
な

に
な
る
わ
け
じ
ゃ
な

い
で
す
ね
。「
身
を
立
て
る
」
は
、
座す
わ

っ
て
な
い
で
、
立
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
出
世
す
る
」
と
か
そ
う
い
う
意

味
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
。

　
「
身
」
と
ひ
と
言
で
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
私
た
ち
の
魂
た
ま
し
いで
あ
る
と
か
、
存
在
感
と
い
う
も
の
が
前
提
に
さ
れ
て
い

る
。
生
命
や
身
体
を
そ
れ
自
体
単
な
る
肉
体
だ
と
思
っ
て
き
た
こ
と
が
、
近
代
社
会
が
発
展
す
る
上
で
は
重
要
だ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
が
臨（
注
１
）界
状
態
に
な
っ
て
い
る
い
ま
、
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
た
も
の
を
ふ
た
た

び
見
つ
め
直
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
私
が
「
癒い
や

し
」
と
い
う
こ
と
を
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
う
い
う
反
省
が

あ
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。

　
も
う
亡な

く
な
り
ま
し
た
が
、
私
が
尊
敬
し
て
い
る
中な
か
が
わ
よ
ね
ぞ
う

川
米
造
と
い
う
大
阪
大
学
の
先
生
が
い
ま
し
た
。
自
分
が
医
学

部
に
入
学
し
て
、
病
理
学
の
先
生
に
い
わ
れ
た
言
葉
が
衝し
ょ
う

撃げ
き

だ
っ
た
と
い
う
話
を
中
川
先
生
は
話
し
て
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
「
君
た
ち
は
医
学
生
と
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
人
間
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と

え
ば
患か
ん

者じ
ゃ

さ
ん
が
ド
ア
か
ら
入
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
患か
ん

者じ
ゃ

が
入
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
。
病
気
を
持
っ
た
肉
体
が
ド

ア
を
開
け
た
の
だ
と
思
い
な
さ
い
」

　
そ
う
い
わ
れ
て
、
本
当
に
び
っ
く
り
し
た
、
と
。
こ
れ
か
ら
は
人
間
の
こ
と
を
、
　
　
　
　
と
し
て
見
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
医
学
の
発
展
は
こ
う
い
う
視
点
に
拠よ

っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
そ
の
人
の
抱か
か

え
て
い
る
悩な
や

み
な
ど
の
人
間
的
な
部
分
に
は
目
を
瞑つ
む

り
、
ホ（
注
２
）ル
モ
ン
の
分ぶ
ん

泌ぴ
つ

の
変
調
を
突つ

き
止

め
、
人
間
を
機
械
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
だ
け
高
度
な
医
学
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
が
今
日
お
話
し
し
て
い
る
日
本
の
社
会
シ
ス
テ
ム
と
も
似
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
か
な
り
の

高
度
化
を
果
た
し
た
け
れ
ど
も
、
シ
ス
テ
ム
ば
か
り
が
高
度
に
発
達
し
て
し
ま
い
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
い
る

と
、
ど
う
も
自
分
た
ち
が
疎そ

外が
い

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
実
感
を
抱い
だ

い
て
し
ま
う
。
私
た
ち
の
存
在
が
疎そ

外が
い

さ
れ
て
い
る
と

い
う
印
象
を
否い
や
お
う応
な
く
持
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
い
か
に
し
て
そ
れ
を
取
り
戻
す
か
と
い
う
こ
と
で
、「
癒い
や

し
」
と
い
う
言
葉
が

生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
し
つ
こ
い
よ
う
で
す
が
、「
癒い
や

し
」
と
い
っ
て
も
、
心
の
傷
つ
い
た
人
を
い
か
に
癒い
や

す
か
と
い

う
狭せ
ま

い
医い

療り
ょ
う
の
問
題
だ
け
に
限
ら
ず
、
あ
る
意
味
で
「
人
間
の
存
在
感
の
取
り
戻
し
」
と
い
う
よ
り
広
い
意
味
で
、

私
は
定
義
し
て
い
ま
す
。
す
る
と
、
日
本
型
の
社
会
シ
ス
テ
ム
を
ど
う
癒い
や

す
か
と
い
う
こ
と
に
、
医い

療り
ょ
う
の
話
か
ら
繋つ
な

が
っ
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
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（
中
二
）

　
私
は
、「
繋つ
な

が
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
と
「
断た

ち
切
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
の
二
種
類
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ま
ず
、「
繋つ
な

が
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
と
い
う
の
は
、
ひ
と
言
で
い
え
ば
、「
人
間
は
孤こ

独ど
く

に
な
る
と
病
み
、
そ
し
て
他

者
と
の
繋つ
な

が
り
に
よ
っ
て
癒い
や

さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
伝
統
的
な
医い

療り
ょ
う
や
宗
教
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
繋つ
な

が
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
ス
リ
ラ
ン

カ
で
も
、
悪あ
く

魔ま

祓ば
ら

い
に
よ
っ
て
病
気
を
治
す
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
て
、
病
院
で
は
治
ら
な
か
っ
た
病
が
治
る
ん
で

す
。
悪あ
く

魔ま

祓ば
ら

い
と
い
っ
て
も
、
徹て
つ

夜や

で
太た
い

鼓こ

を
叩た
た

い
た
り
、
踊お
ど

っ
た
り
、
酒し
ゃ

落れ

を
い
い
合
っ
た
り
し
て
、
も
の
す
ご
く

楽
し
い
悪あ
く

魔ま

祓ば
ら

い
な
ん
で
す
が
、「
な
ん
で
こ
れ
で
治
る
ん
で
す
か
？
」
と
聞
い
た
ら
、「
心
が
わ
く
わ
く
し
な
い
と
治

ら
な
い
よ
」
と
い
わ
れ
て
、
そ
の
と
き
は
意
外
に
思
っ
た
ん
で
す
。

　
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、「
孤こ

独ど
く

な
人
に
悪あ
く

魔ま

が
憑つ

く
」「
孤こ

独ど
く

な
人
に
悪あ
く

魔ま

の
眼ま
な

差ざ

し
が
来
る
」
と
い
わ
れ
て
い
て
、
つ

ま
り
、
周
囲
の
視
線
が
冷
た
い
と
私
に
悪あ
く

魔ま

が
憑つ

い
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
悪あ
く

魔ま

祓ば
ら

い
を
や
っ
て
、
自
分
の

た
め
に
村
人
が
全
員
来
て
く
れ
て
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
も
自
分
の
た
め
に
、
た
く
さ
ん
お
金
を
使
っ
て
く
れ
て
、

楽
し
く
笑
い
合
っ
て
い
る
と
、
自
然
に
病
気
が
治
っ
て
し
ま
う
、
と
。
周
囲
と
の
繋つ
な

が
り
が
回
復
す
る
こ
と
で
、
病
気

が
治
り
、
癒い
や

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
繋つ
な

が
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
で
す
。

　
し
か
し
、
そ
う
い
う
他
者
と
の
繋つ
な

が
り
が
抑よ
く

圧あ
つ

的て
き

に
働
い
て
し
ま
う
と
き
も
あ
り
ま
す（
注
３
）。
共き
ょ
う

依い

存そ
ん

的て
き

な
親
子
関
係

や
、
権け
ん

威い

に
よ
る
抑よ
く

圧あ
つ

な
ど
か
ら
病や

ん
で
し
ま
う
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
を
断た

ち
切
る
必
要
が
出
て
く
る
。
こ
れ
が
「
断た

ち
切
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
で
す
。
抑よ
く

圧あ
つ

的て
き

な
関
係
を
断た

ち
切
り
、
社
会
と
の
正
常
な
関
係
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

癒い
や

さ
れ
る
。
こ
こ
で
大
事
な
の
は
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
断た

ち
切
る
た
め
に
は
、
深
い
と
こ
ろ
で
自
分
が
世
界
と
繋つ
な

が

り
、
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
強
い
確
信
が
な
い
と
、
ま
た
孤こ

独ど
く

に
な
っ
て
病や

ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す

か
ら
、「
繋つ
な

が
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
と
「
断た

ち
切
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
の
二
つ
は
、
反
対
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
　
　
　
　
の
関
係
に
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
の
視
点
が
欠
け
て
も
い
け
な
い
も
の
な
ん
で

す
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
は
日
本
社
会
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
二
極
分
化
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、

い
ま
ま
で
あ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
社
会
に
過か

剰じ
ょ
う

適
応
し
て
、
あ
る
意
味
そ
こ
に
食
い
込こ

ま
れ
な
が
ら
、
人
間
の
存
在

感
を
ど
ん
ど
ん
希き

薄は
く

化か

さ
せ
て
い
く
方
向
。
こ
れ
が
止
ま
ら
ず
に
、
加
速
し
て
い
く
と
い
う
方
向
が
、
ま
ず
考
え
ら
れ

ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
、
そ
こ
か
ら
抜ぬ

け
出
よ
う
と
す
る
方
向
も
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
近
代
化
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
も
っ
と
大
き
な
世
界
観
で
も
っ
て
世
界
と
接
し
て
い
こ
う
と
す

る
方
向
で
す
ね
。
私
は
、
今
後
の
日
本
社
会
は
、
こ
の
二
つ
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
相そ
う

互ご

に
影
響
を
与
え
合
う
と
い
う
よ

り
、
は
っ
き
り
と
二
極
分
化
し
て
い
く
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
が
、
ど
ち
ら
を
選せ
ん

択た
く

す
る
か
と
い
う
こ
と
を
迫せ
ま

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
ち
ら
か
一
方
で
は
な
く
、
選せ
ん

択た
く

肢し

が
確
保
さ
れ
て
い
る
社
会
を
考
え
た
い
。

　
そ
れ
か
ら
、
最
近
感
じ
る
の
は
、「
最
近
の
若
い
者
は
ダ
メ
だ
」
と
い
わ
れ
続
け
た
結
果
、
若
者
は
「
自
分
た
ち
は

ダ
メ
な
世
代
な
ん
だ
」
と
思
い
込こ

ん
で
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
先
日
、
マ
ス
コ
ミ
の
人
に
も
い
い
ま
し
た
が
、「
ダ
メ

だ
」
と
い
う
こ
と
を
指し

摘て
き

す
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
面お
も
し
ろ白
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
も
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
視

野
を
も
っ
と
広
げ
て
、
そ
ち
ら
も
同
時
に
指し

摘て
き

す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
他
人
の
揚あ

げ
足
取
り
が
好
き
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
叩た
た

く
ほ
う
ば
か
り
に
力
を
入
れ
て
し
ま
い
が
ち

②
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（
中
二
）

　
私
は
、「
繋つ
な

が
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
と
「
断た

ち
切
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
の
二
種
類
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ま
ず
、「
繋つ
な

が
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
と
い
う
の
は
、
ひ
と
言
で
い
え
ば
、「
人
間
は
孤こ

独ど
く

に
な
る
と
病
み
、
そ
し
て
他

者
と
の
繋つ
な

が
り
に
よ
っ
て
癒い
や

さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
伝
統
的
な
医い

療り
ょ
う
や
宗
教
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
繋つ
な

が
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
ス
リ
ラ
ン

カ
で
も
、
悪あ
く

魔ま

祓ば
ら

い
に
よ
っ
て
病
気
を
治
す
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
て
、
病
院
で
は
治
ら
な
か
っ
た
病
が
治
る
ん
で

す
。
悪あ
く

魔ま

祓ば
ら

い
と
い
っ
て
も
、
徹て
つ

夜や

で
太た
い

鼓こ

を
叩た
た

い
た
り
、
踊お
ど

っ
た
り
、
酒し
ゃ

落れ

を
い
い
合
っ
た
り
し
て
、
も
の
す
ご
く

楽
し
い
悪あ
く

魔ま

祓ば
ら

い
な
ん
で
す
が
、「
な
ん
で
こ
れ
で
治
る
ん
で
す
か
？
」
と
聞
い
た
ら
、「
心
が
わ
く
わ
く
し
な
い
と
治

ら
な
い
よ
」
と
い
わ
れ
て
、
そ
の
と
き
は
意
外
に
思
っ
た
ん
で
す
。

　
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、「
孤こ

独ど
く

な
人
に
悪あ
く

魔ま

が
憑つ

く
」「
孤こ

独ど
く

な
人
に
悪あ
く

魔ま

の
眼ま
な

差ざ

し
が
来
る
」
と
い
わ
れ
て
い
て
、
つ

ま
り
、
周
囲
の
視
線
が
冷
た
い
と
私
に
悪あ
く

魔ま

が
憑つ

い
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
悪あ
く

魔ま

祓ば
ら

い
を
や
っ
て
、
自
分
の

た
め
に
村
人
が
全
員
来
て
く
れ
て
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
も
自
分
の
た
め
に
、
た
く
さ
ん
お
金
を
使
っ
て
く
れ
て
、

楽
し
く
笑
い
合
っ
て
い
る
と
、
自
然
に
病
気
が
治
っ
て
し
ま
う
、
と
。
周
囲
と
の
繋つ
な

が
り
が
回
復
す
る
こ
と
で
、
病
気

が
治
り
、
癒い
や

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
繋つ
な

が
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
で
す
。

　
し
か
し
、
そ
う
い
う
他
者
と
の
繋つ
な

が
り
が
抑よ
く

圧あ
つ

的て
き

に
働
い
て
し
ま
う
と
き
も
あ
り
ま
す（
注
３
）。
共き
ょ
う

依い

存そ
ん

的て
き

な
親
子
関
係

や
、
権け
ん

威い

に
よ
る
抑よ
く

圧あ
つ

な
ど
か
ら
病や

ん
で
し
ま
う
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
を
断た

ち
切
る
必
要
が
出
て
く
る
。
こ
れ
が
「
断た

ち
切
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
で
す
。
抑よ
く

圧あ
つ

的て
き

な
関
係
を
断た

ち
切
り
、
社
会
と
の
正
常
な
関
係
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

癒い
や

さ
れ
る
。
こ
こ
で
大
事
な
の
は
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
断た

ち
切
る
た
め
に
は
、
深
い
と
こ
ろ
で
自
分
が
世
界
と
繋つ
な

が

り
、
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
強
い
確
信
が
な
い
と
、
ま
た
孤こ

独ど
く

に
な
っ
て
病や

ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す

か
ら
、「
繋つ
な

が
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
と
「
断た

ち
切
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
の
二
つ
は
、
反
対
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
　
　
　
　
の
関
係
に
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
の
視
点
が
欠
け
て
も
い
け
な
い
も
の
な
ん
で

す
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
は
日
本
社
会
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
二
極
分
化
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、

い
ま
ま
で
あ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
社
会
に
過か

剰じ
ょ
う

適
応
し
て
、
あ
る
意
味
そ
こ
に
食
い
込こ

ま
れ
な
が
ら
、
人
間
の
存
在

感
を
ど
ん
ど
ん
希き

薄は
く

化か

さ
せ
て
い
く
方
向
。
こ
れ
が
止
ま
ら
ず
に
、
加
速
し
て
い
く
と
い
う
方
向
が
、
ま
ず
考
え
ら
れ

ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
、
そ
こ
か
ら
抜ぬ

け
出
よ
う
と
す
る
方
向
も
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
近
代
化
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
も
っ
と
大
き
な
世
界
観
で
も
っ
て
世
界
と
接
し
て
い
こ
う
と
す

る
方
向
で
す
ね
。
私
は
、
今
後
の
日
本
社
会
は
、
こ
の
二
つ
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
相そ
う

互ご

に
影
響
を
与
え
合
う
と
い
う
よ

り
、
は
っ
き
り
と
二
極
分
化
し
て
い
く
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
が
、
ど
ち
ら
を
選せ
ん

択た
く

す
る
か
と
い
う
こ
と
を
迫せ
ま

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
ち
ら
か
一
方
で
は
な
く
、
選せ
ん

択た
く

肢し

が
確
保
さ
れ
て
い
る
社
会
を
考
え
た
い
。

　
そ
れ
か
ら
、
最
近
感
じ
る
の
は
、「
最
近
の
若
い
者
は
ダ
メ
だ
」
と
い
わ
れ
続
け
た
結
果
、
若
者
は
「
自
分
た
ち
は

ダ
メ
な
世
代
な
ん
だ
」
と
思
い
込こ

ん
で
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
先
日
、
マ
ス
コ
ミ
の
人
に
も
い
い
ま
し
た
が
、「
ダ
メ

だ
」
と
い
う
こ
と
を
指し

摘て
き

す
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
面お
も
し
ろ白
い
こ
と
を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
も
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
視

野
を
も
っ
と
広
げ
て
、
そ
ち
ら
も
同
時
に
指し

摘て
き

す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
他
人
の
揚あ

げ
足
取
り
が
好
き
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
叩た
た

く
ほ
う
ば
か
り
に
力
を
入
れ
て
し
ま
い
が
ち

②

③

Ｃ

④

Ｙ

（
中
三
）

で
、「
い
ま
の
日
本
社
会
に
は
可
能
性
が
　
　
　
　
」
と
つ
い
言
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
可
能
性
が
　
　
　
　
こ
と

を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
を
無
視
し
て
は
い
け
な
い
し
、
そ
れ
を
正
当
に
評
価
し
て
い
か
な
い
と
、
本
当
に
ダ
メ
に
な
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

（
注
１
）
臨
界
状
態･･･

�
物
理
的
・
化
学
的
に
変
化
を
起
こ
し
た
物
質
が
、
あ
る
状
態
か
ら
別
の
状
態
へ
と
移
っ
て
い�

く
境
目
。

（
注
２
）
ホ
ル
モ
ン
の
分ぶ
ん

泌ぴ
つ･･･

�
動
物
の
器
官
や
組
織
で
つ
く
ら
れ
る
化
学
物
質
が
、
動
物
の
体
の
成
長
や
働
き
な
ど

を
調
整
す
る
た
め
に
、
体
の
内
外
に
送
り
出
さ
れ
る
こ
と
。

（
注
３
）
共き
ょ
う

依い

存そ
ん･･･

�

自
分
と
特
定
の
相
手
が
過か

剰じ
ょ
う
に
依い

存そ
ん

し
て
お
り
、
そ
の
人
間
関
係
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

Ｄ

Ｅ

（
3
）



（
中
四
）

〔
問
一
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
Ｘ
「
身
を
粉
に
し
て
」、
Ｙ
「
揚あ

げ
足
取
り
」
の
本
文
で
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
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
Ｘ
「
身
を
粉
に
し
て
」

　
　
　
　
ア
　
体
を
痛
め
る
ほ
ど
、
心
を
病や

ん
で

　
　
　
　
イ
　
大
変
な
作
業
で
も
、
力
の
限
り
強ご
う
い
ん引
に

　
　
　
　
ウ
　
苦
労
を
い
や
が
ら
ず
に
、
が
ん
ば
っ
て

　
　
　
　
エ
　
細
か
い
内
容
を
、
注
意
深
く
確
認
し
て

　
　
　
Ｙ
「
揚あ

げ
足
取
り
」

　
　
　
　
ア
　
相
手
の
言
葉
じ
り
を
と
ら
え
、
非
難
す
る
こ
と

　
　
　
　
イ
　
調
子
に
乗
っ
て
、
相
手
の
欠
点
を
指し

摘て
き

す
る
こ
と

　
　
　
　
ウ
　
善
悪
の
判
断
も
な
く
、
一
方
的
に
相
手
を
責
め
る
こ
と

　
　
　
　
エ
　
気
が
す
む
ま
で
、
と
こ
と
ん
相
手
を
攻こ
う

撃げ
き

す
る
こ
と

〔
問
二
〕�

　
文
中
の
　
　
　
　
に
入
る
言
葉
を
、
本
文
か
ら
漢
字
一
字
で
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

〔
問
三
〕�

　
文
中
の
　
　
　
　
に
入
る
語
句
を
、
　
　
　
　
よ
り
前
の
本
文
か
ら
十
字
以
内
で
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ

い
。

〔
問
四
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
①
「
否い
や
お
う応
な
く
」
と
あ
り
ま
す
が
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
、
こ
の
言
葉
の
使
い
方

が
適、

当、

で、

な、

い、

も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
近
く
に
お
い
で
の
際
は
、
否い

や
お
う応
な
く
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。

　
　
　
　
イ
　
彼
は
知
ら
な
い
と
こ
ろ
へ
、
否い
や
お
う応
な
く
連
れ
て
行
か
れ
た
。

　
　
　
　
ウ
　
不
作
だ
っ
た
の
で
、
野
菜
の
値
段
が
否い
や
お
う応
な
く
上
が
っ
た
。

　
　
　
　
エ
　
こ
の
道
を
行
く
と
、
駅
に
否い
や
お
う応
な
く
た
ど
り
着
く
だ
ろ
う
。

ＡＢ

Ｂ

（
4
）



（
中
四
）

〔
問
一
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
Ｘ
「
身
を
粉
に
し
て
」、
Ｙ
「
揚あ

げ
足
取
り
」
の
本
文
で
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
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
Ｘ
「
身
を
粉
に
し
て
」

　
　
　
　
ア
　
体
を
痛
め
る
ほ
ど
、
心
を
病や

ん
で

　
　
　
　
イ
　
大
変
な
作
業
で
も
、
力
の
限
り
強ご
う
い
ん引
に

　
　
　
　
ウ
　
苦
労
を
い
や
が
ら
ず
に
、
が
ん
ば
っ
て

　
　
　
　
エ
　
細
か
い
内
容
を
、
注
意
深
く
確
認
し
て

　
　
　
Ｙ
「
揚あ

げ
足
取
り
」

　
　
　
　
ア
　
相
手
の
言
葉
じ
り
を
と
ら
え
、
非
難
す
る
こ
と

　
　
　
　
イ
　
調
子
に
乗
っ
て
、
相
手
の
欠
点
を
指し

摘て
き

す
る
こ
と

　
　
　
　
ウ
　
善
悪
の
判
断
も
な
く
、
一
方
的
に
相
手
を
責
め
る
こ
と

　
　
　
　
エ
　
気
が
す
む
ま
で
、
と
こ
と
ん
相
手
を
攻こ
う

撃げ
き

す
る
こ
と

〔
問
二
〕�

　
文
中
の
　
　
　
　
に
入
る
言
葉
を
、
本
文
か
ら
漢
字
一
字
で
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

〔
問
三
〕�

　
文
中
の
　
　
　
　
に
入
る
語
句
を
、
　
　
　
　
よ
り
前
の
本
文
か
ら
十
字
以
内
で
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ

い
。

〔
問
四
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
①
「
否い
や
お
う応
な
く
」
と
あ
り
ま
す
が
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
、
こ
の
言
葉
の
使
い
方

が
適、

当、

で、

な、

い、

も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
近
く
に
お
い
で
の
際
は
、
否い

や
お
う応
な
く
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。

　
　
　
　
イ
　
彼
は
知
ら
な
い
と
こ
ろ
へ
、
否い
や
お
う応
な
く
連
れ
て
行
か
れ
た
。

　
　
　
　
ウ
　
不
作
だ
っ
た
の
で
、
野
菜
の
値
段
が
否い
や
お
う応
な
く
上
が
っ
た
。

　
　
　
　
エ
　
こ
の
道
を
行
く
と
、
駅
に
否い
や
お
う応
な
く
た
ど
り
着
く
だ
ろ
う
。

ＡＢ

Ｂ

（
中
五
）

〔
問
五
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
②
「『
繋つ
な

が
り
に
よ
る
癒い
や

し
』
と
『
断た

ち
切
り
に
よ
る
癒い
や

し
』」
と
あ
り
ま
す
が
、�

Ａ
「
繋つ
な

が
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
と
、
Ｂ
「
断た

ち
切
り
に
よ
る
癒い
や

し
」
の
具
体
例
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の�

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

　
　
　
　
ア
　
五
月
五
日
に
、
国
民
が
子
ど
も
の
成
長
を
祝
っ
た
。

　
　
　
　
イ
　
野
球
の
大
会
で
チ
ー
ム
が
一
丸
と
な
っ
て
戦
い
、
優
勝
し
た
。
　
　
　
　

　
　
　
　
ウ
　
満
員
電
車
で
お
な
か
が
痛
く
な
っ
た
が
、
痛
み
を
こ
ら
え
た
。

　
　
　
　
エ
　
会
社
か
ら
休
み
を
も
ら
っ
て
、
一
人
で
温
泉
旅
行
に
出
か
け
た
。

〔
問
六
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
③
「
そ
の
と
き
は
意
外
に
思
っ
た
ん
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
の
言
う
「
そ
の

と
き
」
に
つ
い
て
、
解か
い

答と
う

欄ら
ん

に
合
う
よ
う
に
、
本
文
の
言
葉
を
用
い
て
二
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

〔
問
七
〕�

　
文
中
の
　
　
　
　
に
入
る
言
葉
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
表ひ
ょ
う

裏り

一い
っ

体た
い

　
　
イ
　
以
心
伝
心
　
　
ウ
　
一
石
二
鳥
　
　
エ
　
共
存
共
栄
　

〔
問
八
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
④
「
私
は
、
今
後
の
日
本
社
会
は
、
こ
の
二
つ
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
相そ
う

互ご

に
影
響
を
与����������

え
合
う
と
い
う
よ
り
、
は
っ
き
り
と
二
極
分
化
し
て
い
く
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
こ

の
二
つ
」
に
つ
い
て
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
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア�

　
日
本
社
会
が
必
要
以
上
に
近
代
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
反
省
す
る
こ
と
と
、
日
本
社
会
が
近
代
化
し

た
こ
と
か
ら
抜ぬ

け
出
よ
う
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
イ�

　
日
本
社
会
が
必
要
以
上
に
世
界
の
国
々
と
歩
調
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
と
、
日
本
の
存
在
感
が
世

界
で
急
速
に
薄う
す

れ
つ
つ
あ
る
こ
と
。
　

　
　
　
　
ウ�

　
私
た
ち
が
シ
ス
テ
ム
社
会
で
う
ま
く
生
き
て
い
け
る
よ
う
、
身
体
を
現
在
の
日
本
社
会
の
環
境
に
あ
わ

せ
る
こ
と
と
、
私
た
ち
一
人
一
人
の
存
在
感
を
、
日
本
社
会
の
内
外
に
示
す
こ
と
。

　
　
　
　
エ�

　
私
た
ち
が
シ
ス
テ
ム
社
会
に
従
う
あ
ま
り
、
自
分
の
存
在
を
一
層
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
と
、
今
の

日
本
社
会
か
ら
離
れ
、
視
野
を
広
げ
て
様
々
な
も
の
を
見
つ
め
よ
う
と
す
る
こ
と
。

Ｃ

（
5
）



（
中
六
）

〔
問
九
〕�

　
文
中
の
　
　
　
　
・
　
　
　
　
に
は
、「
あ
る
」「
な
い
」
の
い
ず
れ
か
が
入
り
ま
す
。
そ
の
組
み
合
わ
せ

と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
Ｄ
　
あ
る
　
　
Ｅ
　
あ
る
　
　
　

　
　
　
　
イ
　
Ｄ
　
な
い
　
　
Ｅ
　
な
い

　
　
　
　
ウ
　
Ｄ
　
な
い
　
　
Ｅ
　
あ
る
　

　
　
　
　
エ
　
Ｄ
　
あ
る
　
　
Ｅ
　
な
い

〔
問
十
〕�

　
筆
者
が
、
本
文
全
体
で
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
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
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア�

　「
命
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
生
き
方
や
「
身
体
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
「
身
体
」
を

し
っ
か
り
と
真し
ん
け
ん剣
に
動
か
す
こ
と
で
、
健
全
な
魂
た
ま
し
いが
人
間
に
は
宿
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
イ�

　
日
本
の
社
会
は
こ
れ
か
ら
二
極
分
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
二
極
の
う
ち
、
ど
う
い

う
方
法
で
一
方
を
選せ
ん
た
く択
し
、
ど
ち
ら
の
社
会
で
適
応
す
る
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
ウ�

　
近
代
社
会
が
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
医い

療り
ょ
う
の
技
術
も
向
上
す
る
。
医
学
部
の
学
生
に
は
、
患か
ん
じ
ゃ者
と

の
精
神
的
な
繋つ
な

が
り
を
断た

ち
切
り
、
高
度
な
技
術
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
エ�

　「
癒い
や

し
」
は
心
の
傷
を
治
す
と
い
う
医い

療り
ょ
う
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
社
会
や
経
済
な
ど
に
も
繋つ
な

が
る
。
し
た
が
っ
て
、
で
き
る
だ
け
「
癒い
や

し
」
の
機
会
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

Ｄ

Ｅ

（
6
）



（
中
六
）

〔
問
九
〕�

　
文
中
の
　
　
　
　
・
　
　
　
　
に
は
、「
あ
る
」「
な
い
」
の
い
ず
れ
か
が
入
り
ま
す
。
そ
の
組
み
合
わ
せ

と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
Ｄ
　
あ
る
　
　
Ｅ
　
あ
る
　
　
　

　
　
　
　
イ
　
Ｄ
　
な
い
　
　
Ｅ
　
な
い

　
　
　
　
ウ
　
Ｄ
　
な
い
　
　
Ｅ
　
あ
る
　

　
　
　
　
エ
　
Ｄ
　
あ
る
　
　
Ｅ
　
な
い

〔
問
十
〕�

　
筆
者
が
、
本
文
全
体
で
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
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
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア�

　「
命
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
生
き
方
や
「
身
体
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
「
身
体
」
を

し
っ
か
り
と
真し
ん
け
ん剣
に
動
か
す
こ
と
で
、
健
全
な
魂
た
ま
し
いが
人
間
に
は
宿
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
イ�

　
日
本
の
社
会
は
こ
れ
か
ら
二
極
分
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
二
極
の
う
ち
、
ど
う
い

う
方
法
で
一
方
を
選せ
ん
た
く択
し
、
ど
ち
ら
の
社
会
で
適
応
す
る
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
ウ�

　
近
代
社
会
が
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
医い

療り
ょ
う
の
技
術
も
向
上
す
る
。
医
学
部
の
学
生
に
は
、
患か
ん
じ
ゃ者
と

の
精
神
的
な
繋つ
な

が
り
を
断た

ち
切
り
、
高
度
な
技
術
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
エ�

　「
癒い
や

し
」
は
心
の
傷
を
治
す
と
い
う
医い

療り
ょ
う
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
社
会
や
経
済
な
ど
に
も
繋つ
な

が
る
。
し
た
が
っ
て
、
で
き
る
だ
け
「
癒い
や

し
」
の
機
会
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

Ｄ

Ｅ

（
中
七
）

　
次
の
文
章
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
、
句
読

点
や
括か
っ

弧こ

な
ど
も
全
て
一
字
に
数
え
ま
す
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
本
文
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　
東
京
に
住
む
小
学
五
年
生
の
入い
り

江え

颯そ
う

太た

は
、
母
親
が
出
産
の
準
備
で
入
院
し
た
の
で
、
祖
母
の
家
が
あ
る
佐さ

ど渡

で
夏
休
み
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。
佐さ

ど渡
で
は
毎
年
夏
休
み
に
遠
泳
大
会
が
開
か
れ
、
昨
年
は
い
と
こ
の
松ま
つ

木き

あ
お
い
が
優
勝
し
た
。
颯そ
う

太た

は
ビ
デ
オ
で
そ
の
レ
ー
ス
を
見
て
感
動
し
、
出
場
を
決
意
す
る
。
海
で
の
泳
ぎ
が
得

意
で
な
い
颯そ
う

太た

は
、
佐さ

ど渡
の
青
年
漁
師
・
北き
た

島じ
ま

夏な
つ

生き

に
泳
ぎ
方
を
教
わ
り
、
つ
い
に
本
番
を
迎む
か

え
た
。

「
う
わ
あ
あ
あ
！
」

　
海
に
む
か
っ
て
ほ
え
た
。

　
な
ん
で
ぼ
く
、
こ
ん
な
と
こ
で
、
こ
ん
な
し
ん
ど
い
こ
と
し
て
る
ん
だ
？

　
な
ん
で
、
こ
ん
な
大
会
に
出
よ
う
と
思
っ
た
ん
だ
っ
け
？

　
―
―
つ
か
れ
た
ら
、
休
め
ば
い
い
ん
だ
よ
。

　
夏な
つ

生き

く
ん
と
海
に
浮う

か
ん
だ
と
き
の
こ
と
を
思
い
だ
し
た
。

　
お（
注
１
）じ
さ
ん
に
「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
で
す
」
と
伝
え
る
と
、
思
い
き
っ
て
あ
お
む
け
に
な
っ
て
浮う

い
て
み
た
。

（
あ
れ
っ
…
…
）

　
力
が
入
っ
て
い
た
の
が
う
そ
み
た
い
に
、
波
が
体
か
ら
つ
か
れ
を
す
い
と
っ
て
く
れ
る
。

　
太
陽
が
ギ
ラ
ギ
ラ
と
ま
ぶ
し
く
、
目
を
閉
じ
た
。

　
ま
だ
明
る
い
ま
ぶ
た
の
裏
に
、
夏な
つ

生き

く
ん
と
見
た
、
月
と
漁い
さ
り火び

が
広
が
っ
た
。

（
あ
れ
っ
、
な
ん
で
…
…
？
）���������

　

　
す
る
と
ま
た
夏な
つ

生き

く
ん
の
声
が
き
こ
え
た
。
ま
る
で
す
ぐ
近
く
に
い
る
よ
う
に
。

「
颯そ
う

太た

も

（
注
２
）

、
種
を
、
ま
い
と
る
ん
だ
よ
な
」

　
―
―
そ
う
だ
、
種
だ
。

　
病
院
で
お
な
か
を
な
で
て
い
る
お
母
さ
ん
の
顔
が
浮う

か
ん
だ
。

　
―
―
ぼ
く
も
、
少
し
で
も
変
わ
り
た
い
っ
て
思
っ
た
ん
だ
…
…
！

（
夏な
つ

生き

く
ん
が
前
に
い
る
と
思
っ
て
泳
ご
う
）

　
高
く
な
っ
た
波
の
間
に
、
夏な
つ

生き

く
ん
の
日
焼
け
し
た
背
中
が
浮う

か
ん
だ
り
し
ず
ん
だ
り
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

た
。

　
は
じ
め
て
会
っ
た
と
き
も
、
イ
ル
カ
が
泳
い
で
い
る
み
た
い
だ
な
あ
っ
て
思
っ
た
っ
け
。

　
お
な
か
に
ぐ
っ
と
力
を
入
れ
た
。

　
リ（
注
３
）タ
イ
ア
し
た
子
も
が
ん
ば
っ
て
練
習
し
た
ん
だ
ろ
う
。

　
ボ
ー
ト
の
上
か
ら
ま
だ
み
ん
な
が
泳
い
で
い
る
の
を
見
て
…
…
絶
対
く
や
し
い
に
ち
が
い
な
い
。

（
ぼ
く
は
あ
き
ら
め
な
い
！
）

Ｘ

①

二

（
7
）



（
中
八
）

　
ま
た
体
を
［
　
　
ａ
　
　
］
ひ
ね
り
、
頭
を
水
中
に
つ
っ
こ
ん
だ
。

　
日
に
さ
ら
さ
れ
て
ほ
て
っ
た
顔
に
あ
た
る
海
水
が
、
冷
た
く
て
気
も
ち
い
い
。

　
ず
っ
と
ひ
と
り
で
泳
い
で
い
る
気
が
し
て
い
た
け
ど
、
気
が
つ
く
と
先
を
泳
い
で
い
た
選
手
た
ち
の
赤
い
キ
ャ
ッ
プ

が
、
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
先
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
ぼ
く
ひ
と
り
じ
ゃ
な
い
。
み
ん
な
苦
し
く
て
も
が
ん
ば
っ
て
る
）

　
し
ば
ら
く
す
る
と
、
横
波
の
力
が
弱
く
な
り
、
横よ
こ

島し
ま

が
近
づ
い
て
き
た
。

　
横よ
こ

島し
ま

は
、
釣つ

り
の
ス
ポ
ッ
ト
ら
し
く
、
よ
く
小
さ
な
釣つ

り
船
が
近
く
に
つ
け
て
い
る
そ
う
だ
。

　
今
日
は
そ
の
か
わ
り
に
、
大
き
め
の
漁
船
が
応お
う

援え
ん

に
つ
け
て
い
た
。

　
夏な
つ

生き

く
ん
…
…
。

　
ぼ
く
…
…
こ
こ
ま
で
き
た
よ
。

　
も
う
、
漁
船
の
方
に
顔
を
む
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
つ
か
れ
き
っ
て
い
た
。

　
手
も
足
も
パ
ン
パ
ン
に
な
っ
て
痛
い
。

　
顔
を
上
げ
す
ぎ
て
い
た
の
か
、
首
も
肩か
た

も
痛
い
。

　
目
に
も
海
水
が
入
っ
て
痛
い
。

　
も
う
、
フ
ォ
ー
ム
も
何
も
か
も
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
だ
っ
た
。

　
す
る
と
、
漁
船
か
ら
、
声
が
き
こ
え
た
。

「
颯そ
う

太た

―
―
―
っ
！
」

　
泳
い
で
い
て
も
、
漁
船
の
エ
ン
ジ
ン
音
が
う
る
さ
く
て
も
。

　
き
き
逃の
が

す
わ
け
な
い
。

「
ラ
ス
ト
―
―
―
っ
。
が
ん
ば
れ
―
っ
！
」

　
そ
の
声
を
き
い
た
と
た
ん
、
さ
っ
き
ま
で
が
ま
ん
し
て
い
た
涙な
み
だが
じ
わ
っ
と
あ
ふ
れ
て
き
た
。

　
立
ち
泳
ぎ
を
し
て
、
ゴ
ー
グ
ル
を
は
ず
す
。

　［
　
　
ｂ
　
　
］
し
て
よ
く
見
え
な
い
。

「
い
け
ー
っ
！
」

　
夏な
つ

生き

く
ん
が
ど
こ
に
い
る
の
か
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

　
で
も
、
そ
の
声
で
グ
ン
と
体
が
軽
く
な
っ
た
。

　
横よ
こ

島し
ま

を
旋せ
ん

回か
い

す
る
。

「
三
十
八
分
経
過
！
　
五
十
一
番
が
ん
ば
れ
っ
」

　
ラ
イ
フ
ガ
ー
ド
の
お
兄
さ
ん
が
、
拡
声
器
で
伝
え
て
く
れ
る
。

　
も
う
、
三
十
八
分
も
泳
い
だ
の
か
…
…
。

　
ぼ
く
、
そ
の
間
ず
っ
と
泳
い
で
た
ん
だ
…
…
。

　
東
京
に
い
た
ら
、
絶
対
に
で
き
な
か
っ
た
。

　
体
を
完
全
に
浜は
ま

の
方
に
む
け
る
と
、
潮し
お

の
流
れ
が
変
わ
っ
た
。

（
波
が
後
ろ
か
ら
、
ぼ
く
を
お
し
て
運
ん
で
く
れ
て
る
！
）

　
キ
ッ
ク
も
強
く
打
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

Ｙ

②

（
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）



（
中
八
）

　
ま
た
体
を
［
　
　
ａ
　
　
］
ひ
ね
り
、
頭
を
水
中
に
つ
っ
こ
ん
だ
。

　
日
に
さ
ら
さ
れ
て
ほ
て
っ
た
顔
に
あ
た
る
海
水
が
、
冷
た
く
て
気
も
ち
い
い
。

　
ず
っ
と
ひ
と
り
で
泳
い
で
い
る
気
が
し
て
い
た
け
ど
、
気
が
つ
く
と
先
を
泳
い
で
い
た
選
手
た
ち
の
赤
い
キ
ャ
ッ
プ

が
、
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
先
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
ぼ
く
ひ
と
り
じ
ゃ
な
い
。
み
ん
な
苦
し
く
て
も
が
ん
ば
っ
て
る
）

　
し
ば
ら
く
す
る
と
、
横
波
の
力
が
弱
く
な
り
、
横よ
こ

島し
ま

が
近
づ
い
て
き
た
。

　
横よ
こ

島し
ま

は
、
釣つ

り
の
ス
ポ
ッ
ト
ら
し
く
、
よ
く
小
さ
な
釣つ

り
船
が
近
く
に
つ
け
て
い
る
そ
う
だ
。

　
今
日
は
そ
の
か
わ
り
に
、
大
き
め
の
漁
船
が
応お
う

援え
ん

に
つ
け
て
い
た
。

　
夏な
つ

生き

く
ん
…
…
。

　
ぼ
く
…
…
こ
こ
ま
で
き
た
よ
。

　
も
う
、
漁
船
の
方
に
顔
を
む
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
つ
か
れ
き
っ
て
い
た
。

　
手
も
足
も
パ
ン
パ
ン
に
な
っ
て
痛
い
。

　
顔
を
上
げ
す
ぎ
て
い
た
の
か
、
首
も
肩か
た

も
痛
い
。

　
目
に
も
海
水
が
入
っ
て
痛
い
。

　
も
う
、
フ
ォ
ー
ム
も
何
も
か
も
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
だ
っ
た
。

　
す
る
と
、
漁
船
か
ら
、
声
が
き
こ
え
た
。

「
颯そ
う

太た

―
―
―
っ
！
」

　
泳
い
で
い
て
も
、
漁
船
の
エ
ン
ジ
ン
音
が
う
る
さ
く
て
も
。

　
き
き
逃の
が

す
わ
け
な
い
。

「
ラ
ス
ト
―
―
―
っ
。
が
ん
ば
れ
―
っ
！
」

　
そ
の
声
を
き
い
た
と
た
ん
、
さ
っ
き
ま
で
が
ま
ん
し
て
い
た
涙な
み
だが
じ
わ
っ
と
あ
ふ
れ
て
き
た
。

　
立
ち
泳
ぎ
を
し
て
、
ゴ
ー
グ
ル
を
は
ず
す
。

　［
　
　
ｂ
　
　
］
し
て
よ
く
見
え
な
い
。

「
い
け
ー
っ
！
」

　
夏な
つ

生き

く
ん
が
ど
こ
に
い
る
の
か
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

　
で
も
、
そ
の
声
で
グ
ン
と
体
が
軽
く
な
っ
た
。

　
横よ
こ

島し
ま

を
旋せ
ん

回か
い

す
る
。

「
三
十
八
分
経
過
！
　
五
十
一
番
が
ん
ば
れ
っ
」

　
ラ
イ
フ
ガ
ー
ド
の
お
兄
さ
ん
が
、
拡
声
器
で
伝
え
て
く
れ
る
。

　
も
う
、
三
十
八
分
も
泳
い
だ
の
か
…
…
。

　
ぼ
く
、
そ
の
間
ず
っ
と
泳
い
で
た
ん
だ
…
…
。

　
東
京
に
い
た
ら
、
絶
対
に
で
き
な
か
っ
た
。

　
体
を
完
全
に
浜は
ま

の
方
に
む
け
る
と
、
潮し
お

の
流
れ
が
変
わ
っ
た
。

（
波
が
後
ろ
か
ら
、
ぼ
く
を
お
し
て
運
ん
で
く
れ
て
る
！
）

　
キ
ッ
ク
も
強
く
打
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

Ｙ

②

（
中
九
）

　
な
ぜ
か
し
ん
ど
く
な
く
な
っ
て
、
ふ
わ
ー
っ
と
気
分
が
良
く
な
っ
て
き
て
、
い
く
ら
で
も
泳
げ
る
気
が
し
て
き
た
。

（
こ
れ
が
、
夏な
つ

生き

く
ん
の
い
っ
て
た
ラ
ン
ナ
ー
ズ
ハ
イ
み
た
い
な
状
態
！？
）

　
さ
っ
き
ま
で
抵て
い

抗こ
う

ば
か
り
し
て
い
た
海
が
、
味
方
に
な
っ
て
く
れ
た
。

　
そ
ら
っ
、
浜は
ま

ま
で
い
く
ぞ
っ
、
っ
て
後
お
し
し
て
く
れ
る
。

　
す
ご
い
！

　
　
　
　
　
…
…
！

　
顔
を
上
げ
る
と
、
浜は
ま

辺べ

で
応お
う

援え
ん

の
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
待
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。

　
白
く
ま
ぶ
し
い
浜は
ま

。
古
く
て
赤
い
屋
根
の
目
立
つ
相あ
い

川か
わ

の
町
並
み
。

　
そ
の
背
中
に
、
緑
の
こ
ん
も
り
と
し
た
山
。

　
練
習
の
と
き
と
ち
が
う
の
は
、
浜は
ま

辺べ

の
も
り
あ
が
り
だ
。

　
み
ん
な
、
こ
っ
ち
を
む
い
て
手
を
ふ
っ
た
り
、
大た
い

漁り
ょ
う

旗ば
た

を
ふ
っ
た
り
し
て
い
る
。

　
先
頭
の
選
手
た
ち
が
泳
い
で
い
る
海
は
、
太
陽
の
光
で
宝
石
み
た
い
に
輝か
が
やい
て
い
る
。

　
キ
ラ
キ
ラ
の
波
の
中
を
泳
ぐ
選
手
た
ち
の
、
浮う

か
ぶ
赤
い
キ
ャ
ッ
プ
も
、
ふ
り
あ
げ
た
腕う
で

も
、
キ
ッ
ク
の
し
ぶ
き

も
、
す
べ
て
光
っ
て
見
え
る
。

　
わ
あ
…
…
き
れ
い
だ
な
…
…
。

　
ぼ
く
も
、
キ
ラ
キ
ラ
と
泳
い
で
い
る
ん
だ
ろ
う
か
。

　
波
が
さ
ら
に
、
ぼ
く
の
背
中
を
お
す
。

　
ト
ク
ト
ク
ト
ク
ト
ク
と
胸
が
鳴
る
。
全
身
に
ひ
び
く
。

　
　
　
　
　
…
…
！

　
海
を
泳
ぐ
の
っ
て
　
　
　
　
ん
だ
…
…
！

　
ウ
ミ
ネ
コ
が
羽
を
の
び
の
び
と
広
げ
、
す
ー
っ
と
前
を
横
切
る
。

　
水
温
が
あ
た
た
か
く
な
り
、
海
の
色
が
、
変
わ
っ
た
。

　
ド
ン
ド
ド
ン
ド
ド
ン
ド
ン
…
…
。

　
デ
ン
デ
デ
ン
デ
デ
ン
、
デ
ン
デ
デ
ン
デ
デ
ン
デ
ン
…
…
。

　
出
む
か
え
の
太た
い

鼓こ

の
音
が
き
こ
え
た
。

「
颯そ

う

太た

ー
っ
、
あ
と
少
し
ー
っ
、
が
ん
ば
れ
ー
っ
！！
」

　
な
、
夏な
つ

生き

く
ん
…
…
？

　
ゴ
ー
グ
ル
を
と
っ
て
目
を
こ
ら
す
。

　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
夏な
つ

生き

く
ん
が
大
き
く
手
を
ふ
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。

　
ぼ
く
も
手
を
ふ
り
た
か
っ
た
け
ど
、
だ
る
く
て
重
く
て
手
が
上
が
ら
な
い
。

　
体
も
海
面
か
ら
出
る
と
、［
　
　
ｃ
　
　
］
重
力
を
感
じ
た
。

「
い
け
っ
…
…
い
く
ん
だ
…
…
」

　
波
打
ち
際
ま
で
進
む
と
、
夏な
つ

生き

く
ん
が
、
い
つ
も
の
黒
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
ぬ
い
で
ふ
り
ま
わ
し
て
い
た
。

「
颯そ
う

太た

、
お
つ
か
れ
ー
っ
、
や
っ
た
な
ー
っ
！
」

③

ＡＢ

Ｃ
Ｚ

（
9
）



　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
拍は
く

手し
ゆ

し
て
く
れ
て
い
る
。

　
ラ
イ
フ
ガ
ー
ド
の
人
た
ち
の
ア
ー
チ
を
く
ぐ
っ
て
浜は
ま

辺べ

に
上
が
る
と
、
応お
う

援え
ん

の
お
母
さ
ん
た
ち
が
手
で
作
っ
て
く
れ

た
ア
ー
チ
を
［
　
　
ｄ
　
　
］
通
り
、
銀
の
ゴ
ー
ル
ゲ
ー
ト
を
く
ぐ
っ
た
。

「
お
つ
か
れ
さ
ま
ー
っ
」

「
お
め
で
と
う
！
」

　
ぼ
く
の
こ
と
な
ん
て
全
然
知
ら
な
い
お
母
さ
ん
た
ち
が
、
自
分
の
子
ど
も
み
た
い
に
拍は
く

手し
ゆ

し
て
く
れ
た
。

　
な
ん
だ
か
く
す
ぐ
っ
た
い
。

　
今
ま
で
、
こ
ん
な
声
を
か
け
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
う
う
ん
、
か
け
て
も
ら
え
る
ま
で
や
り
き
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
ひ
び
く
。

「
五
十
一
番
　
入い
り

江え

颯そ
う

太た

く
ん
、
最
後
の
完
泳
者
で
す
。
お
め
で
と
う
！
」

（
最
後
か
…
…
で
も
や
っ
た
…
…
お
わ
っ
た
ん
だ
…
…
泳
ぎ
き
っ
た
…
…
）

　
夏な
つ

生き

く
ん
と
、（

注
４
）

健け
ん

斗と

、
舞ま
い

美み

、
理り

奈な

が
出
む
か
え
て
く
れ
た
。

　［
　
　
ｅ
　
　
］
う
れ
し
さ
が
こ
み
あ
げ
て
く
る
。

　
右
の
手
首
を
見
る
と
、
ぬ
れ
た
赤（
注
５
）い
ミ
サ
ン
ガ
が
、
水
の
し
ず
く
で
光
っ
て
見
え
た
。

　
あ
お
い
…
…
ぼ
く
、
や
っ
た
よ
。

「
つ
か
れ
た
ね
え
」

「
で
も
…
…
楽
し
か
っ
た
」

「
ウ
ン
、
楽
し
か
っ
た
ね
！
」

「
海
、
サ
イ
コ
ー
ッ
！！
」

　
健け
ん

斗と

が
と
つ
ぜ
ん
さ
け
ん
だ
。

　
ぼ
く
も
、
心
の
中
で
思
い
き
り
さ
け
ん
だ
。

　
夏な
つ

生き

く
ん
は
、
す
っ
と
し
た
目
を
少
し
細
め
て
、
ぼ
く
た
ち
を
ま
ぶ
し
そ
う
に
見
て
い
た
。

「
完
泳
証
を
も
ら
っ
と
い
で
よ
」

　
舞ま
い

美み

に
い
わ
れ
て
、
列
に
な
ら
ぶ
。

　
ぼ
く
の
前
に
は
ず
ら
っ
と
男
の
子
も
女
の
子
も
な
ら
ん
で
い
て
、
み
ん
な
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
。

　
だ
れ
か
に
勝
っ
た
と
か
負
け
た
と
か
じ
ゃ
な
い
。

　
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
完
泳
し
た
満
足
感
で
あ
ふ
れ
て
い
た
。

　
ふ
り
か
え
る
と
、
海
に
は
だ
れ
も
い
な
い
。
や
っ
ぱ
り
ぼ
く
が
最
後
み
た
い
だ
っ
た
。

　
で
も
、
な
ぜ
か
全
然
は
ず
か
し
く
な
い
。

　
ぼ
く
は
泳
ぎ
き
っ
た
ん
だ
…
…
。

「
入い
り

江え

颯そ
う

太た

く
ん
、
お
め
で
と
う
！
」

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

　
お
じ
さ
ん
に
渡わ
た

さ
れ
た
完
泳
証
に
は
、「
タ
イ
ム
五
十
四
分
十
七
秒
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。

④

⑤

（
中
十
）

（
10）



　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
拍は
く

手し
ゆ

し
て
く
れ
て
い
る
。

　
ラ
イ
フ
ガ
ー
ド
の
人
た
ち
の
ア
ー
チ
を
く
ぐ
っ
て
浜は
ま

辺べ

に
上
が
る
と
、
応お
う

援え
ん

の
お
母
さ
ん
た
ち
が
手
で
作
っ
て
く
れ

た
ア
ー
チ
を
［
　
　
ｄ
　
　
］
通
り
、
銀
の
ゴ
ー
ル
ゲ
ー
ト
を
く
ぐ
っ
た
。

「
お
つ
か
れ
さ
ま
ー
っ
」

「
お
め
で
と
う
！
」

　
ぼ
く
の
こ
と
な
ん
て
全
然
知
ら
な
い
お
母
さ
ん
た
ち
が
、
自
分
の
子
ど
も
み
た
い
に
拍は
く

手し
ゆ

し
て
く
れ
た
。

　
な
ん
だ
か
く
す
ぐ
っ
た
い
。

　
今
ま
で
、
こ
ん
な
声
を
か
け
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
う
う
ん
、
か
け
て
も
ら
え
る
ま
で
や
り
き
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
ひ
び
く
。

「
五
十
一
番
　
入い
り

江え

颯そ
う

太た

く
ん
、
最
後
の
完
泳
者
で
す
。
お
め
で
と
う
！
」

（
最
後
か
…
…
で
も
や
っ
た
…
…
お
わ
っ
た
ん
だ
…
…
泳
ぎ
き
っ
た
…
…
）

　
夏な
つ

生き

く
ん
と
、（

注
４
）

健け
ん

斗と

、
舞ま
い

美み

、
理り

奈な

が
出
む
か
え
て
く
れ
た
。

　［
　
　
ｅ
　
　
］
う
れ
し
さ
が
こ
み
あ
げ
て
く
る
。

　
右
の
手
首
を
見
る
と
、
ぬ
れ
た
赤（
注
５
）い
ミ
サ
ン
ガ
が
、
水
の
し
ず
く
で
光
っ
て
見
え
た
。

　
あ
お
い
…
…
ぼ
く
、
や
っ
た
よ
。

「
つ
か
れ
た
ね
え
」

「
で
も
…
…
楽
し
か
っ
た
」

「
ウ
ン
、
楽
し
か
っ
た
ね
！
」

「
海
、
サ
イ
コ
ー
ッ
！！
」

　
健け
ん

斗と

が
と
つ
ぜ
ん
さ
け
ん
だ
。

　
ぼ
く
も
、
心
の
中
で
思
い
き
り
さ
け
ん
だ
。

　
夏な
つ

生き

く
ん
は
、
す
っ
と
し
た
目
を
少
し
細
め
て
、
ぼ
く
た
ち
を
ま
ぶ
し
そ
う
に
見
て
い
た
。

「
完
泳
証
を
も
ら
っ
と
い
で
よ
」

　
舞ま
い

美み

に
い
わ
れ
て
、
列
に
な
ら
ぶ
。

　
ぼ
く
の
前
に
は
ず
ら
っ
と
男
の
子
も
女
の
子
も
な
ら
ん
で
い
て
、
み
ん
な
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
。

　
だ
れ
か
に
勝
っ
た
と
か
負
け
た
と
か
じ
ゃ
な
い
。

　
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
完
泳
し
た
満
足
感
で
あ
ふ
れ
て
い
た
。

　
ふ
り
か
え
る
と
、
海
に
は
だ
れ
も
い
な
い
。
や
っ
ぱ
り
ぼ
く
が
最
後
み
た
い
だ
っ
た
。

　
で
も
、
な
ぜ
か
全
然
は
ず
か
し
く
な
い
。

　
ぼ
く
は
泳
ぎ
き
っ
た
ん
だ
…
…
。

「
入い
り

江え

颯そ
う

太た

く
ん
、
お
め
で
と
う
！
」

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

　
お
じ
さ
ん
に
渡わ
た

さ
れ
た
完
泳
証
に
は
、「
タ
イ
ム
五
十
四
分
十
七
秒
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。

④

⑤

（
中
十
）

（
え
ー
っ
、
三
時
間
く
ら
い
泳
い
だ
気
分
だ
っ
た
の
に
、
五
十
四
分
し
か
た
っ
て
な
か
っ
た
の
か
…
…
）

　
び
っ
く
り
し
て
、
も
う
一
度
完
泳
証
を
見
つ
め
な
お
し
た
。

　
五
十
四
分
十
七
秒
。

　
こ
れ
は
、
ぼ
く
だ
け
の
タ
イ
ム
だ
。

　
も
う
一
度
海
を
な
が
め
る
と
、
オ
レ
ン
ジ
の
ブ（
注
６
）イ
が
点
々
と
海
に
浮う

か
び
、
見
え
た
り
か
す
ん
だ
り
し
て
い
る
。

　
横よ
こ

島し
ま

は
、
む
か
っ
て
い
た
と
き
と
や
っ
ぱ
り
同
じ
横
長
の
形
を
し
て
い
た
。

　
あ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
泳
い
で
も
ど
っ
て
き
た
な
ん
て
信
じ
ら
れ
な
い
。

　
で
も
、
な
ん
て
い
い
景
色
な
ん
だ
ろ
う
。

　
夏な
つ

生き

く
ん
と
練
習
し
な
か
っ
た
ら
。

　
途
中
で
リ
タ
イ
ア
し
て
い
た
ら
。

　
こ
の
景
色
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
ん
だ
…
…
。

（
高
田
由
紀
子
『
青
い
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
』
に
よ
る
）

（
注
１
）
お
じ
さ
ん･･･

�

大
会
の
ス
タ
ッ
フ
の
こ
と
。

（
注
２
）「
颯そ
う

太た

も
、
種
を
、
ま
い
と
る
ん
だ
よ
な
」･･･

�

以
前
、
夏な
つ

生き

が
颯そ
う

太た

の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
畑
作
業
を
手
伝
っ

て
い
た
時
、
颯そ
う

太た

に
か
け
た
言
葉
。

（
注
３
）
リ
タ
イ
ア
し
た
子･･･

�

颯そ
う

太た

の
前
を
泳
い
で
い
た
女
の
子
が
レ
ー
ス
を
棄き

権け
ん

し
、
退
場
し
て
い
た
。

（
注
４
）
健け
ん

斗と

、
舞ま
い

美み

、
理り

奈な･･･
�

佐さ

ど渡
で
知
り
合
っ
た
友
人
た
ち
。

（
注
５
）
赤
い
ミ
サ
ン
ガ･･･

あ
お
い
が
大
会
前
に
颯そ
う

太た

へ
贈お
く

っ
た
、
ひ
も
状
の
お
守
り
。

（
注
６
）
ブ
イ･･･

港こ
う

湾わ
ん

な
ど
で
、
水
面
に
浮
か
べ
て
お
く
目
印
。

（
中
十
一
）

（
11）



〔
問
一
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
Ｘ
「
あ
お
む
け
」
、
Ｙ
「
ほ
て
っ
た
顔
」、
Ｚ
「
目
を
こ
ら
す
」
の
本
文
で
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
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
Ｘ
「
あ
お
む
け
」

　
　
　
　
ア
　
顔
を
下
に
向
け
て
腹
ば
い
に
な
っ
た
状
態

　
　
　
　
イ
　
体
を
横
た
え
て
上
向
き
に
な
っ
た
状
態

　
　
　
　
ウ
　
体
全
体
を
横
向
き
に
し
た
状
態

　
　
　
　
エ
　
逆
立
ち
に
な
っ
た
状
態

　
　
　
Ｙ
「
ほ
て
っ
た
顔
」

　
　
　
　
ア
　
熱
く
な
っ
た
顔

　
　
　
　
イ
　
い
ば
っ
た
顔

　
　
　
　
ウ
　
こ
わ
ば
っ
た
顔

　
　
　
　
エ
　
つ
か
れ
き
っ
た
顔

　
　
　
Ｚ
「
目
を
こ
ら
す
」

　
　
　
　
ア
　
あ
や
し
く
思
う

　
　
　
　
イ
　
眠ね
む

気け

を
さ
ま
す

　
　
　
　
ウ
　
じ
っ
と
見
つ
め
る

　
　
　
　
エ
　
正
し
い
判
断
を
す
る

〔
問
二
〕�

　
文
中
の
［
　
ａ
　
］
～
［
　
ｅ
　
］
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の
ア
～
オ
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
。

　
　
　
　
ア
　
じ
わ
じ
わ
と
　
　
イ
　
ず
っ
し
り
と
　
　
ウ
　
ふ
ら
ふ
ら
と
　
　
エ
　
ぼ
や
っ
と
　
　
オ
　
く
る
っ
と

〔
問
三
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
①
「
イ
ル
カ
が
泳
い
で
い
る
み
た
い
だ
な
あ
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
颯そ
う

太た

」
は
何
を�

「
イ
ル
カ
」
に
た
と
え
て
い
ま
す
か
。
本
文
か
ら
五
字
以
内
で
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

（
中
十
二
）

（
12）



〔
問
一
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
Ｘ
「
あ
お
む
け
」
、
Ｙ
「
ほ
て
っ
た
顔
」、
Ｚ
「
目
を
こ
ら
す
」
の
本
文
で
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
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
Ｘ
「
あ
お
む
け
」

　
　
　
　
ア
　
顔
を
下
に
向
け
て
腹
ば
い
に
な
っ
た
状
態

　
　
　
　
イ
　
体
を
横
た
え
て
上
向
き
に
な
っ
た
状
態

　
　
　
　
ウ
　
体
全
体
を
横
向
き
に
し
た
状
態

　
　
　
　
エ
　
逆
立
ち
に
な
っ
た
状
態

　
　
　
Ｙ
「
ほ
て
っ
た
顔
」

　
　
　
　
ア
　
熱
く
な
っ
た
顔

　
　
　
　
イ
　
い
ば
っ
た
顔

　
　
　
　
ウ
　
こ
わ
ば
っ
た
顔

　
　
　
　
エ
　
つ
か
れ
き
っ
た
顔

　
　
　
Ｚ
「
目
を
こ
ら
す
」

　
　
　
　
ア
　
あ
や
し
く
思
う

　
　
　
　
イ
　
眠ね
む

気け

を
さ
ま
す

　
　
　
　
ウ
　
じ
っ
と
見
つ
め
る

　
　
　
　
エ
　
正
し
い
判
断
を
す
る

〔
問
二
〕�

　
文
中
の
［
　
ａ
　
］
～
［
　
ｅ
　
］
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の
ア
～
オ
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
。

　
　
　
　
ア
　
じ
わ
じ
わ
と
　
　
イ
　
ず
っ
し
り
と
　
　
ウ
　
ふ
ら
ふ
ら
と
　
　
エ
　
ぼ
や
っ
と
　
　
オ
　
く
る
っ
と

〔
問
三
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
①
「
イ
ル
カ
が
泳
い
で
い
る
み
た
い
だ
な
あ
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
颯そ
う

太た

」
は
何
を�

「
イ
ル
カ
」
に
た
と
え
て
い
ま
す
か
。
本
文
か
ら
五
字
以
内
で
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

（
中
十
二
）

〔
問
四
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
②
「
涙
が
じ
わ
っ
と
あ
ふ
れ
て
き
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
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。

　
　
　
　
ア�

　
先
に
泳
い
で
い
た
選
手
た
ち
に
は
と
う
て
い
追
い
つ
け
な
い
距き
ょ

離り

に
な
っ
て
し
ま
い
、
一
人
で
必
死
に

泳
い
で
い
る
と
、
寂さ
び

し
く
な
っ
て
き
た
か
ら
。

　
　
　
　
イ�

　
せ
っ
か
く
泳
ぎ
方
を
教
わ
っ
た
の
に
、
結
果
的
に
ひ
ど
い
泳
ぎ
を
夏な
つ

生き

に
見
せ
る
こ
と
に
な
り
、
期
待

に
応こ
た

え
ら
れ
な
か
っ
た
自
分
に
悔
し
さ
を
感
じ
た
か
ら
。

　
　
　
　
ウ�

　
レ
ー
ス
の
途
中
で
棄き

権け
ん

し
て
し
ま
っ
た
選
手
の
姿
を
見
て
、
努
力
を
し
て
ま
で
完
泳
す
る
意
義
を
見
失

い
、
泳
ぐ
の
が
い
や
に
な
っ
て
き
た
か
ら
。

　
　
　
　
エ�

　
泳
ぎ
つ
か
れ
て
身
体
も
心
も
限
界
だ
っ
た
が
、
泳
ぎ
方
を
教
え
て
く
れ
た
夏な
つ

生き

の
声
が
急
に
聞
こ
え
て

き
て
、
思
わ
ず
う
れ
し
さ
が
こ
み
上
げ
て
き
た
か
ら
。

〔
問
五
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
③
「
ラ
ン
ナ
ー
ズ
ハ
イ
み
た
い
な
状
態
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
具
体
的
に
、

ど
の
よ
う
な
「
状
態
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
か
。
解か
い

答と
う

欄ら
ん

に
合
う
よ
う
に
、
本
文
の
言
葉
を
用
い
て

二
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

〔
問
六
〕�

　
文
中
の
　
　
　
　
～
　
　
　
　
に
共
通
し
て
入
る
言
葉
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
易
し
い
　
　
イ
　
難
し
い
　
　
ウ
　
楽
し
い
　
　
エ
　
苦
し
い

Ａ

Ｃ

（
中
十
三
）

（
13）



〔
問
七
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
④
「
夏な
つ

生き

く
ん
は
、
す
っ
と
し
た
目
を
少
し
細
め
て
、
ぼ
く
た
ち
を
ま
ぶ
し
そ
う
に

見
て
い
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
の
「
夏な
つ

生き

」
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
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア�

　
途と

中ち
ゅ
う
で
あ
き
ら
め
ず
に
完
泳
し
た
颯そ
う

太た

を
心
か
ら
た
た
え
る
と
と
も
に
、
友
人
た
ち
と
喜
び
合
っ
て

い
る
彼
の
姿
を
見
て
、
自
分
も
一
緒
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
イ�

　
自
分
の
声
援
で
最
後
ま
で
力
を
尽つ

く
し
た
颯そ
う

太た

を
立り
っ

派ぱ

に
思
う
と
同
時
に
、
颯そ
う

太た

を
粘ね
ば

り
強
く
指
導
で

き
た
こ
と
で
、
教
え
る
こ
と
に
や
り
が
い
を
感
じ
始
め
て
い
る
。

　
　
　
　
ウ�

　
東
京
か
ら
来
た
颯そ
う

太た

が
佐さ

ど渡
の
海
を
本
当
に
好
き
に
な
っ
て
い
る
様
子
を
見
て
、
佐さ

ど渡
の
海
が
改
め
て

す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
と
、
誇ほ
こ

ら
し
く
感
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
エ�

　
自
分
以
外
の
友
人
達
と
楽
し
く
話
す
颯そ
う

太た

を
見
て
、
少
し
寂さ
び

し
さ
を
感
じ
る
一
方
、
自
分
が
い
な
く
て

も
大だ
い
じ
ょ
う
ぶ

丈
夫
だ
と
い
う
頼た
の

も
し
さ
を
、
颯そ
う

太た

に
感
じ
始
め
て
い
る
。

〔
問
八
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
⑤
「
や
っ
ぱ
り
ぼ
く
が
最
後
み
た
い
だ
っ
た
。
で
も
、
な
ぜ
か
全
然
は
ず
か
し
く
な

い
」
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
、
最
も
適
当
な
も
の
を

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

　
　
　
　
ア
　
は
じ
め
て
参
加
し
た
レ
ー
ス
だ
っ
た
の
で
、
い
い
結
果
を
出
せ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
だ
か
ら
。

　
　
　
　
イ
　
完
泳
証
を
も
ら
う
こ
と
に
意
義
が
あ
り
、
順
位
に
対
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
関
心
が
な
か
っ
た
か
ら
。

　
　
　
　
ウ
　
結
果
は
最
下
位
だ
っ
た
が
、
泳
ぎ
き
っ
た
う
れ
し
さ
や
充
実
し
た
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
か
ら
。

　
　
　
　
エ�

　
周
り
の
人
が
楽
し
そ
う
に
話
を
し
て
い
て
、
颯そ
う

太た

の
こ
と
を
あ
ま
り
気
に
留
め
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。

（
中
十
四
）

（
14）



〔
問
七
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
④
「
夏な
つ

生き

く
ん
は
、
す
っ
と
し
た
目
を
少
し
細
め
て
、
ぼ
く
た
ち
を
ま
ぶ
し
そ
う
に

見
て
い
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
の
「
夏な
つ

生き

」
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
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア�

　
途と

中ち
ゅ
う
で
あ
き
ら
め
ず
に
完
泳
し
た
颯そ
う

太た

を
心
か
ら
た
た
え
る
と
と
も
に
、
友
人
た
ち
と
喜
び
合
っ
て

い
る
彼
の
姿
を
見
て
、
自
分
も
一
緒
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
イ�

　
自
分
の
声
援
で
最
後
ま
で
力
を
尽つ

く
し
た
颯そ
う

太た

を
立り
っ

派ぱ

に
思
う
と
同
時
に
、
颯そ
う

太た

を
粘ね
ば

り
強
く
指
導
で

き
た
こ
と
で
、
教
え
る
こ
と
に
や
り
が
い
を
感
じ
始
め
て
い
る
。

　
　
　
　
ウ�

　
東
京
か
ら
来
た
颯そ
う

太た

が
佐さ

ど渡
の
海
を
本
当
に
好
き
に
な
っ
て
い
る
様
子
を
見
て
、
佐さ

ど渡
の
海
が
改
め
て

す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
と
、
誇ほ
こ

ら
し
く
感
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
エ�

　
自
分
以
外
の
友
人
達
と
楽
し
く
話
す
颯そ
う

太た

を
見
て
、
少
し
寂さ
び

し
さ
を
感
じ
る
一
方
、
自
分
が
い
な
く
て

も
大だ
い
じ
ょ
う
ぶ

丈
夫
だ
と
い
う
頼た
の

も
し
さ
を
、
颯そ
う

太た

に
感
じ
始
め
て
い
る
。

〔
問
八
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
⑤
「
や
っ
ぱ
り
ぼ
く
が
最
後
み
た
い
だ
っ
た
。
で
も
、
な
ぜ
か
全
然
は
ず
か
し
く
な

い
」
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
、
最
も
適
当
な
も
の
を

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

　
　
　
　
ア
　
は
じ
め
て
参
加
し
た
レ
ー
ス
だ
っ
た
の
で
、
い
い
結
果
を
出
せ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
だ
か
ら
。

　
　
　
　
イ
　
完
泳
証
を
も
ら
う
こ
と
に
意
義
が
あ
り
、
順
位
に
対
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
関
心
が
な
か
っ
た
か
ら
。

　
　
　
　
ウ
　
結
果
は
最
下
位
だ
っ
た
が
、
泳
ぎ
き
っ
た
う
れ
し
さ
や
充
実
し
た
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
か
ら
。

　
　
　
　
エ�

　
周
り
の
人
が
楽
し
そ
う
に
話
を
し
て
い
て
、
颯そ
う

太た

の
こ
と
を
あ
ま
り
気
に
留
め
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。

（
中
十
四
）

（
中
十
五
）

〔
問
九
〕�

　
主
人
公
で
あ
る
「
颯そ
う

太た

」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。
　
　
　

　
　
　
　
ア�
　
東
京
で
は
い
つ
も
家
の
中
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
で
本
物
の
自
然
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、
佐さ

ど渡
に
来
て
夏な
つ

生き

と
一
緒
に
泳
い
だ
こ
と
で
、
佐さ

ど渡
の
自
然
の
す
ば
ら
し
さ
や
海
の
美
し
さ
を
実
感
で
き
、
う
れ
し
く
思

う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
イ�

　
泳
ぐ
こ
と
が
つ
ら
く
何
度
も
や
め
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
周
り
か
ら
励は
げ

ま
さ
れ
て
気
持
ち
を
強
く

持
っ
て
最
後
ま
で
や
り
き
れ
た
こ
と
で
、
泳
ぐ
こ
と
が
楽
し
く
感
じ
ら
れ
る
ま
で
に
な
り
、
と
て
も
満
ち

足
り
た
気
持
ち
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
ウ�

　
必
死
に
な
っ
て
泳
い
で
い
て
も
み
ん
な
に
つ
い
て
い
け
ず
、
落
ち
着
か
な
い
気
分
に
な
っ
て
い
た
が
、

完
泳
さ
え
で
き
れ
ば
よ
い
の
だ
と
途
中
か
ら
自
身
に
言
い
聞
か
せ
た
こ
と
で
、
気
持
ち
に
余よ

裕ゆ
う

を
持
て
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
エ�

　
レ
ー
ス
に
参
加
す
る
前
は
、
人
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
を
素す

直な
お

に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
周
囲
か

ら
応お
う

援え
ん

さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
素す

直な
お

に
喜
び
を
感
じ
、
人
の
あ
た
た
か
さ
に
も
触ふ

れ
、
独
り
よ
が
り
で
勝

手
な
考
え
方
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
た
。

〔
問
十
〕�

　
本
文
の
表
現
の
特
徴
と
し
て
、
適、

当、

で、

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�

　
登
場
人
物
の
中
で
、
颯そ
う

太た

が
語
り
手
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
颯そ
う

太た

の
視
点
か
ら
、
彼

の
心
情
を
生
き
生
き
と
描
写
し
て
い
る
。

　
　
　
　
イ�

　
颯そ
う

太た

の
セ
リ
フ
に
、「
…
…
」
を
多
く
用
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
颯そ
う

太た

の
こ
と
ば
に
余よ

韻い
ん

を
持
た
せ
て
い
る
。�

　
　
　
　
ウ�

　
文
中
に
、「
！
」
の
記
号
を
多
用
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
た
ち
の
思
い
を
よ
り

一
層
強
調
し
て
い
る
。

　
　
　
　
エ�

　「
　
　
」、（
　
　
）、
　
　�

と
記
号
の
使
い
分
け
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
た

ち
の
個
性
を
際き
わ

立だ

た
せ
て
い
る
。
　

　
　
　
　
オ�

　
夏な
つ

生き

の
こ
と
ば
は
、
短
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
颯そ
う

太た

と
夏な
つ

生き

の
絆き
ず
なが
強
調
さ
れ
て
い

る
。

（
15）



（
中
十
六
）

　
〔
問
一
〕
～
〔
問
三
〕
に
答
え
な
さ
い
。�

〔
問
一
〕�
　
次
の
１
～
15
の
　　
　
　線
部
の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
そ
れ
ぞ
れ
答

え
な
さ
い
。

　
　
　
　
１
　
夕
日
が
西
の
空
を
ソ
め
る
。

　
　
　
　
２
　
よ
い
成
果
を
オ
サ
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
　
３
　
委
員
会
の
議
長
を
ツ
ト
め
る
。

　
　
　
　
４
　
毎
日
キ
リ
ツ
正
し
い
生
活
を
送
る
。

　
　
　
　
５
　
生
ま
れ
育
っ
た
キ
ョ
ウ
リ
に
帰
る
。

　
　
　
　
６
　
キ
ュ
ウ
ゴ
活
動
を
す
る
。

　
　
　
　
７
　
新
製
品
の
開
発
に
ト
ウ
シ
す
る
。

　
　
　
　
８
　
シ
ャ
レ
イ
の
手
紙
を
出
す
。

　
　
　
　
９
　
コ
ウ
フ
ン
し
て
立
ち
上
が
っ
た
。

　
　
　
　
10
　
学
芸
会
の
劇
で
シ
ュ
エ
ン
す
る
。

　
　
　
　
11
　
フ
ク
ザ
ツ
な
気
持
ち
に
な
る
。

　
　
　
　
12
　
台
所
を
セ
イ
ケ
ツ
に
保
つ
。

　
　
　
　
13
　
頭こ
う
べを
垂
れ
る
。

　
　
　
　
14
　
神
社
で
拝
む
。

　
　
　
　
15
　
畑
を
耕
し
て
野
菜
を
植
え
る
。

三

（
16）



（
中
十
六
）

　
〔
問
一
〕
～
〔
問
三
〕
に
答
え
な
さ
い
。�

〔
問
一
〕�

　
次
の
１
～
15
の
　　
　
　線
部
の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
そ
れ
ぞ
れ
答

え
な
さ
い
。

　
　
　
　
１
　
夕
日
が
西
の
空
を
ソ
め
る
。

　
　
　
　
２
　
よ
い
成
果
を
オ
サ
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
　
３
　
委
員
会
の
議
長
を
ツ
ト
め
る
。

　
　
　
　
４
　
毎
日
キ
リ
ツ
正
し
い
生
活
を
送
る
。

　
　
　
　
５
　
生
ま
れ
育
っ
た
キ
ョ
ウ
リ
に
帰
る
。

　
　
　
　
６
　
キ
ュ
ウ
ゴ
活
動
を
す
る
。

　
　
　
　
７
　
新
製
品
の
開
発
に
ト
ウ
シ
す
る
。

　
　
　
　
８
　
シ
ャ
レ
イ
の
手
紙
を
出
す
。

　
　
　
　
９
　
コ
ウ
フ
ン
し
て
立
ち
上
が
っ
た
。

　
　
　
　
10
　
学
芸
会
の
劇
で
シ
ュ
エ
ン
す
る
。

　
　
　
　
11
　
フ
ク
ザ
ツ
な
気
持
ち
に
な
る
。

　
　
　
　
12
　
台
所
を
セ
イ
ケ
ツ
に
保
つ
。

　
　
　
　
13
　
頭こ
う
べを
垂
れ
る
。

　
　
　
　
14
　
神
社
で
拝
む
。

　
　
　
　
15
　
畑
を
耕
し
て
野
菜
を
植
え
る
。

三

（
中
十
七
）

〔
問
二
〕�

　
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
　
　（
１
）　
次
の
①
～
③
の
慣
用
表
現
の
空く

う

欄ら
ん

部ぶ

に
入
る
漢
字
一
字
を
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
を
組
む
　･･･

�

　
協
力
し
合
う
。
　

　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
が
痛
い
　･･･

�

　
他
人
の
言
う
こ
と
が
自
分
の
弱
点
を
突
い
て
い
て
、
聞
く
の
が
つ
ら
い
。

　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
が
届
く
　･･･

�

　
監か
ん
と
く督
が
す
み
ず
み
ま
で
行
き
渡わ
た

る
。

�

　
　
　（
２
）�　（
１
）
の
①
～
③
の
空く
う

欄ら
ん

部ぶ

に
入
る
漢
字
と
同
じ
も
の
を
、
次
の
ア
～
カ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
ず

つ
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
。

　
　
　
　
ア
　（
　
）
を
引
く
　
　
　･･･

���

注
意
を
引
き
つ
け
る
。

　
　
　
　
イ
　（
　
）
を
す
ま
す
　
　･･･

���

注
意
深
く
心
を
落
ち
着
け
て
聞
く
。

　
　
　
　
ウ
　（
　
）
が
回
る
　
　
　･･･

���

大
変
忙い
そ
がし
い
。

　
　
　
　
エ
　（
　
）
に
負
え
な
い
　･･･

���

自
分
の
力
で
は
と
て
も
処
理
で
き
な
い
。

　
　
　
　
オ
　（
　
）
を
傾
け
る
　
　･･･

���

熱
心
に
聞
く
。

　
　
　
　
カ
　（
　
）
が
か
か
る
　
　･･･

���

面め
ん
ど
う倒
だ
。

　

（
17）



（
中
十
八
）

〔
問
三
〕�

　
次
の
説
明
に
当
て
は
ま
る
人
物
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
１�
　
松
山
中
学
で
教
師
を
し
た
後
に
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
。
主
な
作
品
に
「
坊ぼ
っ

っ
ち
ゃ
ん
」
や
「
吾わ
が
は
い輩
は

猫ね
こ

で
あ
る
」
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
　
２�

　
「
今こ
ん
じ
ゃ
く昔物
語
集
」
な
ど
の
古
典
作
品
を
素
材
と
し
て
描え
が

い
た
作
品
が
多
く
あ
る
。
ま
た
、「
杜と
し
し
ゅ
ん

子
春
」

や
「
蜘く

も蛛
の
糸
」
な
ど
の
作
品
も
あ
る
。

　
　
　
　
３�

　
岩
手
県
の
人
で
、
農
業
の
研
究
を
し
な
が
ら
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
な
ど
の
作
品
を
書
い
た
。
ま
た
、

「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
な
ど
の
詩
も
あ
る
。

　
　
　
　
４�

　
日
本
的
な
美
の
世
界
を
表
現
し
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
日
本
人
で
は
じ
め
て
受
け
た
。
主
な
作
品
に

「
伊い

豆ず

の
踊お
ど
り
こ子
」「
雪
国
」
な
ど
が
あ
る
。

ア
　
川か
わ

端ば
た

康や
す

成な
り

　
　
イ
　
夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

　
　
ウ
　
芥あ
く
た
が
わ
り
ゅ
う
の
す
け

川
龍
之
介
　
　
エ
　
宮み
や

沢ざ
わ

賢け
ん

治じ

　

（
18）



−中 1−

	 	　次の　　　　　に最も適切な数を入れなさい。

	 （ 1 ）　｛23×8−（89＋28）÷ 9｝÷76×2 ＝　　　　　

	 （ 3 ）　	450	cm3	は　　　　　Ｌの 60	％	です。

	 （ 4 ）	　湖を	1	周する道路を，ただし君は自転車で時速	10	km	で走りました。まゆさんは	

時速	15	km	で走りました。2	人のかかった時間を比べるとただし君の方が	15	分多く	

かかりました。この道路の	1	周は　　　　　km	です。

	 （ ５ ）	　あるクラスの生徒数は	35	人です。このクラスで犬を飼っている生徒の数は	17	人，猫
ねこ

を飼っている生徒の数は	22	人，どちらも飼っている生徒の数は	9	人です。

	 　　　	　犬も猫
ねこ

も飼っていない生徒の数は　　　　　人です。

1

	 （ 2 ）　 1135 −
17
35 ×0.25÷

63
36 ＝　　　　　

（ 中 十 八 ）

〔 問 三 〕� 　 次 の 説 明 に 当 て は ま る 人 物 と し て 最 も 適 当 な も の を 、 後 の ア ～ エ の 中 か ら そ れ ぞ れ 選 び 、

記 号 で 答 え な さ い 。

　 　 　 　 １� 　 松 山 中 学 で 教 師 を し た 後 に イ ギ リ ス に 留 学 し た 。 主 な 作 品 に 「 坊
ぼ っ

っ ち ゃ ん 」 や 「 吾
わ が は い
輩 は

猫
ね こ

で あ る 」 な ど が あ る 。

　 　 　 　 ２� 　 「 今
こ ん じ ゃ く
昔 物 語 集 」 な ど の 古 典 作 品 を 素 材 と し て 描
え が

い た 作 品 が 多 く あ る 。 ま た 、 「 杜
と し し ゅ ん

子 春 」

や 「 蜘
く も
蛛 の 糸 」 な ど の 作 品 も あ る 。

　 　 　 　 ３� 　 岩 手 県 の 人 で 、 農 業 の 研 究 を し な が ら 「 銀 河 鉄 道 の 夜 」 な ど の 作 品 を 書 い た 。 ま た 、

「 雨 ニ モ マ ケ ズ 」 な ど の 詩 も あ る 。

　 　 　 　 ４� 　 日 本 的 な 美 の 世 界 を 表 現 し 、 ノ ー ベ ル 文 学 賞 を 日 本 人 で は じ め て 受 け た 。 主 な 作 品 に

「 伊
い

豆
ず

の 踊
お ど り こ
子 」 「 雪 国 」 な ど が あ る 。

ア 　 川
か わ

端
ば た

康
や す

成
な り

　 　 イ 　 夏
な つ

目
め

漱
そ う

石
せ き

　 　 ウ 　 芥
あ く た が わ り ゅ う の す け

川 龍 之 介 　 　 エ 　 宮
み や

沢
ざ わ

賢
け ん

治
じ

　

（19）
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−中 2−

	 （ 6 ）	　 3	％の濃度の食塩水	500	g	に	10	％の濃度の食塩水	250	g	と水	　　　　　g	を入れると，

5	％の濃度の食塩水になりました。

	 （ 7 ）	　底面が直径	10	cm	の円で，高さが	7	cm	の円柱があります。この円柱の側面の面積

は	　　　　　cm2	です。円周率は	3.14	とします。

	 （ 8 ）	　あるクラスで，算数のテストをしたところ，80	点が	8	人，70	点が　　　　　人，60	点

が	7	人で，平均点が	70.5	点でした。

	 （ 9 ）	　ひろし君はみかんを学校で配りました。4	個ずつ配ると	3	個余り，5	個ずつ配ると		

1	個不足しました。ひろし君がみかんを配った人は全部で　　　　　人います。

（20）



−中 2−

	 （ 6 ）	　 3	％の濃度の食塩水	500	g	に	10	％の濃度の食塩水	250	g	と水	　　　　　g	を入れると，

5	％の濃度の食塩水になりました。

	 （ 7 ）	　底面が直径	10	cm	の円で，高さが	7	cm	の円柱があります。この円柱の側面の面積

は	　　　　　cm2	です。円周率は	3.14	とします。

	 （ 8 ）	　あるクラスで，算数のテストをしたところ，80	点が	8	人，70	点が　　　　　人，60	点

が	7	人で，平均点が	70.5	点でした。

	 （ 9 ）	　ひろし君はみかんを学校で配りました。4	個ずつ配ると	3	個余り，5	個ずつ配ると		

1	個不足しました。ひろし君がみかんを配った人は全部で　　　　　人います。

−中 3−

2 　次の問いに答えなさい。

	 （ 1 ）	　ともき君とひろし君の	2	人で仕事をします。2	人が毎日いっしょに行うと	6	日間で終

わります。また，同じ仕事をともき君が	1	人で	2	日間行い，残りをひろし君が	1	人で

12	日間行うと仕事が終わります。

	 　　　	　この仕事をともき君が	1	人で行うと何日間で終わりますか。

	 （ 2 ）	　AB	を直径とする半円の周上に点	P	がある。直線	AP	で折り曲げたとき，図のように

円周と直径が半円の中心	O	で交わりました。AB	＝	4	cm	のとき，斜線をつけた部分の

面積は何	cm2	ですか。円周率は	3.14	とします。

	 （ 3 ）	　 1	g	，3	g	，9	g	，27	g	の	4	種類の重さの重りがそれぞれ	10	個ずつあります。

	 　　　	これらの重りを使って重さを量ります。

	 　　　	ただし，使わない種類の重りがあってもよいものとします。

	 　　　	次の問いに答えなさい。

	 　　　① 　一番少ない個数で	50	g	を量るにはそれぞれの重りが何個ずつ必要ですか。
	 　　　	　重りを使わない場合はその重りの個数は	0	個と答えなさい。

	 　　　② 　一番多い個数で	50	g	を量るにはそれぞれの重りが何個ずつ必要ですか。
	 　　　	　重りを使わない場合はその重りの個数は	0	個と答えなさい。

Ａ
Ｏ

Ｐ

Ｂ

（21）



−中 4−

	 （ 4 ）	　あるきまりにしたがって，下の図のように整数を表すことにしました。

	 　　　	次の問いに答えなさい。

	 　　　①　下の図の表す整数を求めなさい。

	 　　　②　159	を表す図を作りなさい。

1 2 9 88

図ア

（22）



−中 4−

	 （ 4 ）	　あるきまりにしたがって，下の図のように整数を表すことにしました。

	 　　　	次の問いに答えなさい。

	 　　　①　下の図の表す整数を求めなさい。

	 　　　②　159	を表す図を作りなさい。

1 2 9 88

図ア

−中 5−

3 	　長方形	ABCD	の辺	BC	上に点	E	があります。長方形	ABCD	の面積が	10	cm2，
三角形	ABE	の面積が	3	cm2	とします。

	 	　次の問いに答えなさい。

	 （ 1 ）	　BE	：	EC	を最も簡単な整数の比で表しなさい。

	 （ 2 ）	　三角形	ECD	の面積は何	cm2	ですか。

	 （ 3 ）	　点	D	を通り，直線	AE	に平行な直線を引きます。この直線上に	2	点	F，G	をとると，

四角形	AEFG	は長方形になりました。長方形	AEFG	の面積は何	cm2	ですか。

Ｄ

ＣＥＢ

Ａ

（23）



−中 6−

	 	　グラフのように	N	駅と	K	駅間を電車が往復で一定の速さで運行しています。たかひろ

君は	N	駅から電車の線路に沿った道を歩いて	K	駅に向かいます。たかひろ君は	N	駅から	

	8	時ちょうどに出発の電車と同時に歩き始めました。3	km	歩いた地点で，8	時	45	分に	K	駅

からの折り返しの電車と初めてすれちがいました。

	 	　次の　　　　　〜　　　　　に最も適切な数や時刻を入れなさい。

	 　	　たかひろ君の歩く速さは時速　　　　　km	です。また，電車が	N	駅から	K	駅までを走っ

た道のりは　　　　　km	です。	

	 　	　たかひろ君が	K	駅発の電車とすれちがうのは，8	時	45	分の次の時刻は　　　　　です。	

また，たかひろ君が	N	駅を出発してから	K	駅に着くまでに，K	駅発の電車と　　　　　回	

すれちがいます。

	 　	　K	駅に着いたたかひろ君は用事を済ませて	3	時間	25	分後に	K	駅に戻ってきました。	

その後，最初の	N	駅行きの電車に乗りました。たかひろ君が	N	駅に戻ってきた時刻は　　　　	

です。

4

ア オ

ア

イ

ウ

エ

オ

Ｋ駅

Ｎ駅
（時刻）8：00 8：20 8：30 8：50 9：00 9：20 9：30

（24）



−中 6−

	 	　グラフのように	N	駅と	K	駅間を電車が往復で一定の速さで運行しています。たかひろ

君は	N	駅から電車の線路に沿った道を歩いて	K	駅に向かいます。たかひろ君は	N	駅から	

	8	時ちょうどに出発の電車と同時に歩き始めました。3	km	歩いた地点で，8	時	45	分に	K	駅

からの折り返しの電車と初めてすれちがいました。

	 	　次の　　　　　〜　　　　　に最も適切な数や時刻を入れなさい。

	 　	　たかひろ君の歩く速さは時速　　　　　km	です。また，電車が	N	駅から	K	駅までを走っ

た道のりは　　　　　km	です。	

	 　	　たかひろ君が	K	駅発の電車とすれちがうのは，8	時	45	分の次の時刻は　　　　　です。	

また，たかひろ君が	N	駅を出発してから	K	駅に着くまでに，K	駅発の電車と　　　　　回	

すれちがいます。

	 　	　K	駅に着いたたかひろ君は用事を済ませて	3	時間	25	分後に	K	駅に戻ってきました。	

その後，最初の	N	駅行きの電車に乗りました。たかひろ君が	N	駅に戻ってきた時刻は　　　　	

です。

4

ア オ

ア

イ

ウ

エ

オ

Ｋ駅

Ｎ駅
（時刻）8：00 8：20 8：30 8：50 9：00 9：20 9：30

−中 7−

	 	　下の図は	1	辺の長さが	6	cm	の立方体の展開図です。次の問いに答えなさい。

（ はそれぞれの辺を	3	等分する点を表します）

	 （ 1 ）	　展開図を組み立ててできる立方体から四角形	PCRQ	と四角形	UGST	を底面とする

四角柱を取り除いてできる立体を立体	①	とします。

	 　　　　立体	①	の体積を求めなさい。	

	 （ 2 ）	　⑴	の立体	①	を点	A，B，H	を通る平面で	2	つの立体に分け，点	E	を含む方の立体

を立体	②	とします。

	 　　　　立体	②	の体積を求めなさい。

5

Ｂ

Ｆ

Ｅ

Ｃ

Ｇ

Ｄ

Ｈ

Ａ

Ａ

Ｂ Ｃ

Ｄ

ＧＰ

Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ

Ｕ Ｆ

Ｈ Ｅ

（25）



−中 1−

1 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 4に答えなさい。

［Ⅰ］地層について，次の問 1，問 2に答えなさい。

問 1　次の図 1～図 4の地層について，（ 1）～（ ５）に答えなさい。

　　　　　　　　　　　図 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 2

　　　　　　　　　　　図 3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 4

　　（ 1 	）図 1 の地層は，もともと水平で平行になっていた地層が曲がったものです。このように地

層が曲がることを何といいますか。

　　（ 2 	）図 2，図 3 のように，地層にずれができていました。地層の中で見られるこのようなずれ

を何といいますか。

　　（ 3 	）図 2，図 3 の地層のずれは，①「両側から引く力がはたらいた」または，②「両側から押

す力がはたらいた」ことが原因でできたと考えられます。図 2，図 3 の地層のずれができた

原因として正しい組み合わせを，次の（ア）～（エ）から 1つ選び，記号で答えなさい。

　　　　（ア）図 2−①，図 3−①　　　　　　（イ）図 2−①，図 3−②

　　　　（ウ）図 2−②，図 3−①　　　　　　（エ）図 2−②，図 3−②

　　（ 4 	）図 4 のような地層があり，ＡＢ面の上と下で，地層のできた時代がちがうことがわかりま

した。このような重なり方を何といいますか。

　　（ ５ 	）図 4 の地層を調べたところ，ＡＢ面よりも上の地層でアンモナイトの化石が見つかりまし

た。このとき，ＡＢ面よりも下の地層で見つかる可能性がない化石を，次の（ア）～（エ）

からすべて選び，記号で答えなさい。

　　　　（ア）三葉虫　　　（イ）マンモス　　　（ウ）植物の葉　　　（エ）サンゴ

Ａ Ｂ

−中 1−

1 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 4に答えなさい。

［Ⅰ］地層について，次の問 1，問 2に答えなさい。

問 1　次の図 1～図 4の地層について，（ 1）～（ ５）に答えなさい。

　　　　　　　　　　　図 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 2

　　　　　　　　　　　図 3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 4

　　（ 1 	）図 1 の地層は，もともと水平で平行になっていた地層が曲がったものです。このように地

層が曲がることを何といいますか。

　　（ 2 	）図 2，図 3 のように，地層にずれができていました。地層の中で見られるこのようなずれ

を何といいますか。

　　（ 3 	）図 2，図 3 の地層のずれは，①「両側から引く力がはたらいた」または，②「両側から押

す力がはたらいた」ことが原因でできたと考えられます。図 2，図 3 の地層のずれができた

原因として正しい組み合わせを，次の（ア）～（エ）から 1つ選び，記号で答えなさい。

　　　　（ア）図 2−①，図 3−①　　　　　　（イ）図 2−①，図 3−②

　　　　（ウ）図 2−②，図 3−①　　　　　　（エ）図 2−②，図 3−②

　　（ 4 	）図 4 のような地層があり，ＡＢ面の上と下で，地層のできた時代がちがうことがわかりま

した。このような重なり方を何といいますか。

　　（ ５ 	）図 4 の地層を調べたところ，ＡＢ面よりも上の地層でアンモナイトの化石が見つかりまし

た。このとき，ＡＢ面よりも下の地層で見つかる可能性がない化石を，次の（ア）～（エ）

からすべて選び，記号で答えなさい。

　　　　（ア）三葉虫　　　（イ）マンモス　　　（ウ）植物の葉　　　（エ）サンゴ

Ａ Ｂ

午前入試　理科



−中 1−

1 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 4に答えなさい。

［Ⅰ］地層について，次の問 1，問 2に答えなさい。

問 1　次の図 1～図 4の地層について，（ 1）～（ ５）に答えなさい。

　　　　　　　　　　　図 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 2

　　　　　　　　　　　図 3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 4

　　（ 1 	）図 1 の地層は，もともと水平で平行になっていた地層が曲がったものです。このように地

層が曲がることを何といいますか。

　　（ 2 	）図 2，図 3 のように，地層にずれができていました。地層の中で見られるこのようなずれ

を何といいますか。

　　（ 3 	）図 2，図 3 の地層のずれは，①「両側から引く力がはたらいた」または，②「両側から押

す力がはたらいた」ことが原因でできたと考えられます。図 2，図 3 の地層のずれができた

原因として正しい組み合わせを，次の（ア）～（エ）から 1つ選び，記号で答えなさい。

　　　　（ア）図 2−①，図 3−①　　　　　　（イ）図 2−①，図 3−②

　　　　（ウ）図 2−②，図 3−①　　　　　　（エ）図 2−②，図 3−②

　　（ 4 	）図 4 のような地層があり，ＡＢ面の上と下で，地層のできた時代がちがうことがわかりま

した。このような重なり方を何といいますか。

　　（ ５ 	）図 4 の地層を調べたところ，ＡＢ面よりも上の地層でアンモナイトの化石が見つかりまし

た。このとき，ＡＢ面よりも下の地層で見つかる可能性がない化石を，次の（ア）～（エ）

からすべて選び，記号で答えなさい。

　　　　（ア）三葉虫　　　（イ）マンモス　　　（ウ）植物の葉　　　（エ）サンゴ

Ａ Ｂ

−中 2−

問 2 	　海底や湖の底でできる地層は，流れる水の 3 つの作用，（ 1）けずるはたらき，（ 2）運ぶはた

らき，（ 3）つもらせるはたらき，に関係があります。（ 1）～（ 3）の作用をそれぞれ何といい

ますか。

［Ⅱ	］緯
い ど

度が和歌山市善
ぜんみょうじ

明寺と同じ北
ほく い

緯 34.3 度で，経度が東経 1５0 度の太平洋上のＡ地点で，太陽の

観察をします。地
ちじく

軸のかたむきを 23.4 度として，次の問 3，問 4に答えなさい。

問 3　太陽が真東の水平線から昇
のぼ

り真西の水平線に沈
しず

む日が 1年に 2日あります。

　　（ 1）その日をそれぞれ何といいますか。

　　（ 2）その日の，Ａ地点での太陽の南中高度を答えなさい。

問 4 	　太陽が水平線から昇ってから水平線に沈むまでの時間（昼間の時間）が 1 年のうちで最も長い

日に観察します。

　　（ 1）その日を何といいますか。

　　（ 2）その日の，Ａ地点での太陽の南中高度を答えなさい。

　　（ 3 	）その日に，日本の東経 13５ 度の地点で太陽が南中する時刻がちょうど 12：00 だとすると，

Ａ地点で太陽が南中するときの，日本での時刻を例にならって答えなさい。

　　　　　例　 9：30，1５：00

　　（ 4 	）その日，北極点では太陽が 1 日中沈まず，太陽の高度は 1 日中同じ値になります。それは

何度ですか。

−中 1−

1 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 4に答えなさい。

［Ⅰ］地層について，次の問 1，問 2に答えなさい。

問 1　次の図 1～図 4の地層について，（ 1）～（ ５）に答えなさい。

　　　　　　　　　　　図 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 2

　　　　　　　　　　　図 3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 4

　　（ 1 	）図 1 の地層は，もともと水平で平行になっていた地層が曲がったものです。このように地

層が曲がることを何といいますか。

　　（ 2 	）図 2，図 3 のように，地層にずれができていました。地層の中で見られるこのようなずれ

を何といいますか。

　　（ 3 	）図 2，図 3 の地層のずれは，①「両側から引く力がはたらいた」または，②「両側から押

す力がはたらいた」ことが原因でできたと考えられます。図 2，図 3 の地層のずれができた

原因として正しい組み合わせを，次の（ア）～（エ）から 1つ選び，記号で答えなさい。

　　　　（ア）図 2−①，図 3−①　　　　　　（イ）図 2−①，図 3−②

　　　　（ウ）図 2−②，図 3−①　　　　　　（エ）図 2−②，図 3−②

　　（ 4 	）図 4 のような地層があり，ＡＢ面の上と下で，地層のできた時代がちがうことがわかりま

した。このような重なり方を何といいますか。

　　（ ５ 	）図 4 の地層を調べたところ，ＡＢ面よりも上の地層でアンモナイトの化石が見つかりまし

た。このとき，ＡＢ面よりも下の地層で見つかる可能性がない化石を，次の（ア）～（エ）

からすべて選び，記号で答えなさい。

　　　　（ア）三葉虫　　　（イ）マンモス　　　（ウ）植物の葉　　　（エ）サンゴ

Ａ Ｂ

−中 2−

問 2 	　海底や湖の底でできる地層は，流れる水の 3 つの作用，（ 1）けずるはたらき，（ 2）運ぶはた

らき，（ 3）つもらせるはたらき，に関係があります。（ 1）～（ 3）の作用をそれぞれ何といい

ますか。

［Ⅱ	］緯
い ど

度が和歌山市善
ぜんみょうじ

明寺と同じ北
ほく い

緯 34.3 度で，経度が東経 1５0 度の太平洋上のＡ地点で，太陽の

観察をします。地
ちじく

軸のかたむきを 23.4 度として，次の問 3，問 4に答えなさい。

問 3　太陽が真東の水平線から昇
のぼ

り真西の水平線に沈
しず

む日が 1年に 2日あります。

　　（ 1）その日をそれぞれ何といいますか。

　　（ 2）その日の，Ａ地点での太陽の南中高度を答えなさい。

問 4 	　太陽が水平線から昇ってから水平線に沈むまでの時間（昼間の時間）が 1 年のうちで最も長い

日に観察します。

　　（ 1）その日を何といいますか。

　　（ 2）その日の，Ａ地点での太陽の南中高度を答えなさい。

　　（ 3 	）その日に，日本の東経 13５ 度の地点で太陽が南中する時刻がちょうど 12：00 だとすると，

Ａ地点で太陽が南中するときの，日本での時刻を例にならって答えなさい。

　　　　　例　 9：30，1５：00

　　（ 4 	）その日，北極点では太陽が 1 日中沈まず，太陽の高度は 1 日中同じ値になります。それは

何度ですか。

（27）



−中 3−

2 		　気体の作り方や反応について，次の問 1 ～問 ６ に答えなさい。ただし，気体の体積は，同じ温
度 ･同じ圧力で測定した値です。

問 1 	　右図のような装置で水素と酸素をそれぞれ発生させる

とき，Ａの液体とＢの固体として何を使いますか。次の

（ア）～（ク）から適
てき

する物質を 1 つずつ選び，記号で答

えなさい。

　　（ア）食塩水　　（イ）アンモニア水　　（ウ）塩酸

　　（エ）過酸化水素水　　（オ）石灰石　　（カ）亜
あえん

鉛

　　（キ）塩化アンモニウム　　（ク）二酸化マンガン

問 2 	　水素と酸素は同じ集め方をします。右上図の　　　　に適する気体の集め方を表す図を，次の

（ア）～（エ）から 1つ選び，記号で答えなさい。ただし，矢印（→）は水素または酸素が入って

くる向きを示しています。

　　　　　　　　　（ア）　　　　　　　　　（イ）　　　　　　　　（ウ）　　　　　　（エ）

問 3 	　水素と酸素の重さは，同じ体積の空気と比べると次のどれになりますか。（ア）～（エ）から	

1 つ選び，記号で答えなさい。

　　（ア）水素も酸素も空気より軽い　　　　（イ）水素は空気より重いが酸素は空気より軽い

　　（ウ）水素も酸素も空気より重い　　　　（エ）水素は空気より軽いが酸素は空気より重い

問 4 	　水素と酸素の混合気体に火をつけると，水ができます。次の表は，いろいろな体積の水素と酸

素の混合気体に火をつけて反応させたときの実験結果をまとめた表です。

Ａ

Ｂ

→ 
ガラス管 水 

→ 
水空気 

→

→ 

反応前の水素の体積 40Ｌ ５0Ｌ ６0Ｌ

反応前の酸素の体積 30Ｌ 2５Ｌ 20Ｌ

反応後に残った気体
とその体積　　　　

酸素が 10Ｌ残った　 水素も酸素も残らず
全て反応した　　　

（ ① ）が（ ② ）
Ｌ残った　　　　　　

できた水の重さ　　 ｇ 3６ｇ ｇ

−中 3−

2 		　気体の作り方や反応について，次の問 1 ～問 ６ に答えなさい。ただし，気体の体積は，同じ温
度 ･同じ圧力で測定した値です。

問 1 	　右図のような装置で水素と酸素をそれぞれ発生させる

とき，Ａの液体とＢの固体として何を使いますか。次の

（ア）～（ク）から適
てき

する物質を 1 つずつ選び，記号で答

えなさい。

　　（ア）食塩水　　（イ）アンモニア水　　（ウ）塩酸

　　（エ）過酸化水素水　　（オ）石灰石　　（カ）亜
あえん

鉛

　　（キ）塩化アンモニウム　　（ク）二酸化マンガン

問 2 	　水素と酸素は同じ集め方をします。右上図の　　　　に適する気体の集め方を表す図を，次の

（ア）～（エ）から 1つ選び，記号で答えなさい。ただし，矢印（→）は水素または酸素が入って

くる向きを示しています。

　　　　　　　　　（ア）　　　　　　　　　（イ）　　　　　　　　（ウ）　　　　　　（エ）

問 3 	　水素と酸素の重さは，同じ体積の空気と比べると次のどれになりますか。（ア）～（エ）から	

1 つ選び，記号で答えなさい。

　　（ア）水素も酸素も空気より軽い　　　　（イ）水素は空気より重いが酸素は空気より軽い

　　（ウ）水素も酸素も空気より重い　　　　（エ）水素は空気より軽いが酸素は空気より重い

問 4 	　水素と酸素の混合気体に火をつけると，水ができます。次の表は，いろいろな体積の水素と酸

素の混合気体に火をつけて反応させたときの実験結果をまとめた表です。

Ａ

Ｂ

→ 
ガラス管 水 

→ 
水空気 

→

→ 

反応前の水素の体積 40Ｌ ５0Ｌ ６0Ｌ

反応前の酸素の体積 30Ｌ 2５Ｌ 20Ｌ

反応後に残った気体
とその体積　　　　

酸素が 10Ｌ残った　 水素も酸素も残らず
全て反応した　　　

（ ① ）が（ ② ）
Ｌ残った　　　　　　

できた水の重さ　　 ｇ 3６ｇ ｇ

（28）



−中 3−

2 		　気体の作り方や反応について，次の問 1 ～問 ６ に答えなさい。ただし，気体の体積は，同じ温
度 ･同じ圧力で測定した値です。

問 1 	　右図のような装置で水素と酸素をそれぞれ発生させる

とき，Ａの液体とＢの固体として何を使いますか。次の

（ア）～（ク）から適
てき

する物質を 1 つずつ選び，記号で答

えなさい。

　　（ア）食塩水　　（イ）アンモニア水　　（ウ）塩酸

　　（エ）過酸化水素水　　（オ）石灰石　　（カ）亜
あえん

鉛

　　（キ）塩化アンモニウム　　（ク）二酸化マンガン

問 2 	　水素と酸素は同じ集め方をします。右上図の　　　　に適する気体の集め方を表す図を，次の

（ア）～（エ）から 1つ選び，記号で答えなさい。ただし，矢印（→）は水素または酸素が入って

くる向きを示しています。

　　　　　　　　　（ア）　　　　　　　　　（イ）　　　　　　　　（ウ）　　　　　　（エ）

問 3 	　水素と酸素の重さは，同じ体積の空気と比べると次のどれになりますか。（ア）～（エ）から	

1 つ選び，記号で答えなさい。

　　（ア）水素も酸素も空気より軽い　　　　（イ）水素は空気より重いが酸素は空気より軽い

　　（ウ）水素も酸素も空気より重い　　　　（エ）水素は空気より軽いが酸素は空気より重い

問 4 	　水素と酸素の混合気体に火をつけると，水ができます。次の表は，いろいろな体積の水素と酸

素の混合気体に火をつけて反応させたときの実験結果をまとめた表です。

Ａ

Ｂ

→ 
ガラス管 水 

→ 
水空気 

→

→ 

反応前の水素の体積 40Ｌ ５0Ｌ ６0Ｌ

反応前の酸素の体積 30Ｌ 2５Ｌ 20Ｌ

反応後に残った気体
とその体積　　　　

酸素が 10Ｌ残った　 水素も酸素も残らず
全て反応した　　　

（ ① ）が（ ② ）
Ｌ残った　　　　　　

できた水の重さ　　 ｇ 3６ｇ ｇ

−中 4−

　　（ 1 	）この結果から，水素と酸素が過不足なくちょうど反応するときの体積比（水素：酸素）を，

最も簡単な比で答えなさい。

　　（ 2）表中の①には水素または酸素のどちらが入りますか。また，②に適する値を答えなさい。

　　（ 3）表中の 2つの　　　　ｇには同じ値が入ります。この値を答えなさい。

問 ５ 	　メタンと酸素の混合気体に火をつけると，二酸化炭素と水ができます。次の表は，メタンと酸

素の混合気体に火をつけて反応させたときの実験結果の表です。

　　	　この結果から，メタンと酸素が過不足なくちょうど反応するときの体積比（メタン：酸素）を，

最も簡単な比で答えなさい。

問 ６ 	　水素がＸ〔Ｌ〕，メタンがＹ〔Ｌ〕，酸素が 2５0Ｌの混合気体に火をつけると，水素もメタンも酸

素も残らず全て反応しました。反応後には，二酸化炭素が 100Ｌと水がＺ〔ｇ〕できていました。

　　（ 1）反応前の水素とメタンの合計体積Ｘ＋Ｙは何Ｌですか。その値を答えなさい。

　　（ 2）反応後にできた水の重さＺは何ｇですか。その値を答えなさい。

反応前のメタンの体積　　　　　 2５Ｌ

反応前の酸素の体積　　　　　　 ５0Ｌ

反応後に残った気体とその体積　 メタンも酸素も残らず全て反応した

できた二酸化炭素の体積　　　　 2５Ｌ

できた水の重さ　　　　　　　　 3６ｇ

−中 3−

2 		　気体の作り方や反応について，次の問 1 ～問 ６ に答えなさい。ただし，気体の体積は，同じ温
度 ･同じ圧力で測定した値です。

問 1 	　右図のような装置で水素と酸素をそれぞれ発生させる

とき，Ａの液体とＢの固体として何を使いますか。次の

（ア）～（ク）から適
てき

する物質を 1 つずつ選び，記号で答

えなさい。

　　（ア）食塩水　　（イ）アンモニア水　　（ウ）塩酸

　　（エ）過酸化水素水　　（オ）石灰石　　（カ）亜
あえん

鉛

　　（キ）塩化アンモニウム　　（ク）二酸化マンガン

問 2 	　水素と酸素は同じ集め方をします。右上図の　　　　に適する気体の集め方を表す図を，次の

（ア）～（エ）から 1つ選び，記号で答えなさい。ただし，矢印（→）は水素または酸素が入って

くる向きを示しています。

　　　　　　　　　（ア）　　　　　　　　　（イ）　　　　　　　　（ウ）　　　　　　（エ）

問 3 	　水素と酸素の重さは，同じ体積の空気と比べると次のどれになりますか。（ア）～（エ）から	

1 つ選び，記号で答えなさい。

　　（ア）水素も酸素も空気より軽い　　　　（イ）水素は空気より重いが酸素は空気より軽い

　　（ウ）水素も酸素も空気より重い　　　　（エ）水素は空気より軽いが酸素は空気より重い

問 4 	　水素と酸素の混合気体に火をつけると，水ができます。次の表は，いろいろな体積の水素と酸

素の混合気体に火をつけて反応させたときの実験結果をまとめた表です。

Ａ

Ｂ

→ 
ガラス管 水 

→ 
水空気 

→

→ 

反応前の水素の体積 40Ｌ ５0Ｌ ６0Ｌ

反応前の酸素の体積 30Ｌ 2５Ｌ 20Ｌ

反応後に残った気体
とその体積　　　　

酸素が 10Ｌ残った　 水素も酸素も残らず
全て反応した　　　

（ ① ）が（ ② ）
Ｌ残った　　　　　　

できた水の重さ　　 ｇ 3６ｇ ｇ

−中 4−

　　（ 1 	）この結果から，水素と酸素が過不足なくちょうど反応するときの体積比（水素：酸素）を，

最も簡単な比で答えなさい。

　　（ 2）表中の①には水素または酸素のどちらが入りますか。また，②に適する値を答えなさい。

　　（ 3）表中の 2つの　　　　ｇには同じ値が入ります。この値を答えなさい。

問 ５ 	　メタンと酸素の混合気体に火をつけると，二酸化炭素と水ができます。次の表は，メタンと酸

素の混合気体に火をつけて反応させたときの実験結果の表です。

　　	　この結果から，メタンと酸素が過不足なくちょうど反応するときの体積比（メタン：酸素）を，

最も簡単な比で答えなさい。

問 ６ 	　水素がＸ〔Ｌ〕，メタンがＹ〔Ｌ〕，酸素が 2５0Ｌの混合気体に火をつけると，水素もメタンも酸

素も残らず全て反応しました。反応後には，二酸化炭素が 100Ｌと水がＺ〔ｇ〕できていました。

　　（ 1）反応前の水素とメタンの合計体積Ｘ＋Ｙは何Ｌですか。その値を答えなさい。

　　（ 2）反応後にできた水の重さＺは何ｇですか。その値を答えなさい。

反応前のメタンの体積　　　　　 2５Ｌ

反応前の酸素の体積　　　　　　 ５0Ｌ

反応後に残った気体とその体積　 メタンも酸素も残らず全て反応した

できた二酸化炭素の体積　　　　 2５Ｌ

できた水の重さ　　　　　　　　 3６ｇ

（29）



−中 5−

3 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 ６に答えなさい。

［Ⅰ	］ジャガイモやサツマイモなどの植物は，生命活動に必要なエネルギーを取り出すために，栄養

分を　　　　を使って分解する呼吸を行っています。また，植物は十分な光があたっているとき

には　　　　と　　　　から　　　　や栄養分を合成する光合成も同時に行っています。光合成

は緑色の葉や若い茎
くき

の一部でも行われており，合成された栄養分は根・茎・果実・種子に運ばれ

て，呼吸に使われたり蓄
たくわ

えられたりしています。

問 1 	　文中の　　　　・　　　　は気体，　　　　は液体です。　　　　～　　　　にあてはまる物

質名を答えなさい。

問 2 	　ジャガイモは茎が，サツマイモは根が肥大して栄養分を蓄えます。次の（ア）～（エ）の中で

おもに栄養分を果実・種子に蓄えているものを 2つ選び，記号で答えなさい。

　　（ア）アスパラガス　　　　（イ）カボチャ　　　　（ウ）ショウガ　　　　（エ）イネ

問 3 	　葉で合成された栄養分は，一時的に水に溶
と

けない物質Ａに変えられた後，再び水に溶けやすい

物質Ｂに変えられて，少しずつ根・茎・果実・種子に運ばれます。

　　（ 1）水に溶けない物質Ａは，よう素液で青紫色になります。物質Ａの物質名を答えなさい。

　　（ 2 	）水に溶けやすい物質Ｂは何というつくりを通って運ばれますか。そのつくりの名前を答え

なさい。また，茎の一部分を表した解答欄
らん

の断面図で，物質Ｂが通る部分を黒く塗
ぬ

りつぶし

なさい。	

［Ⅱ	］葉で行われている光合成によって合成される栄養分の重さ，呼吸によって分解される栄養分の

重さ，根・茎・果実・種子へ移動する栄養分の重さを調べるために次のような実験を行いました。

【実験操作と結果】

　ある植物を暗室に 1日おいた後，十分に明るい場所で，同じ厚さで同じぐ

らいの大きさの葉①～葉④について表 1のような操作を同時に行いました。

　また，それぞれの操作のすぐ後に，同じ面積になるように葉を切り取り

乾
かんそう

燥させて重さを測定したところ，表 1の結果が得られました。

　なお，葉③と葉④では右図の矢印（→）の部分を熱したことによって，葉

の光合成によって合成された栄養分が根・茎・果実 ･種子に移動できなく

なっていますが，呼吸や光合成には影
えいきょう

響がありません。

（ 1）

（ 2） （ 3） （ 1）

（ 1） （ 2） （ 3） （ 1） （ 3）

熱した場所

−中 5−

3 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 ６に答えなさい。

［Ⅰ	］ジャガイモやサツマイモなどの植物は，生命活動に必要なエネルギーを取り出すために，栄養

分を　　　　を使って分解する呼吸を行っています。また，植物は十分な光があたっているとき

には　　　　と　　　　から　　　　や栄養分を合成する光合成も同時に行っています。光合成

は緑色の葉や若い茎
くき

の一部でも行われており，合成された栄養分は根・茎・果実・種子に運ばれ

て，呼吸に使われたり蓄
たくわ

えられたりしています。

問 1 	　文中の　　　　・　　　　は気体，　　　　は液体です。　　　　～　　　　にあてはまる物

質名を答えなさい。

問 2 	　ジャガイモは茎が，サツマイモは根が肥大して栄養分を蓄えます。次の（ア）～（エ）の中で

おもに栄養分を果実・種子に蓄えているものを 2つ選び，記号で答えなさい。

　　（ア）アスパラガス　　　　（イ）カボチャ　　　　（ウ）ショウガ　　　　（エ）イネ

問 3 	　葉で合成された栄養分は，一時的に水に溶
と

けない物質Ａに変えられた後，再び水に溶けやすい

物質Ｂに変えられて，少しずつ根・茎・果実・種子に運ばれます。

　　（ 1）水に溶けない物質Ａは，よう素液で青紫色になります。物質Ａの物質名を答えなさい。

　　（ 2 	）水に溶けやすい物質Ｂは何というつくりを通って運ばれますか。そのつくりの名前を答え

なさい。また，茎の一部分を表した解答欄
らん

の断面図で，物質Ｂが通る部分を黒く塗
ぬ

りつぶし

なさい。	

［Ⅱ	］葉で行われている光合成によって合成される栄養分の重さ，呼吸によって分解される栄養分の

重さ，根・茎・果実・種子へ移動する栄養分の重さを調べるために次のような実験を行いました。

【実験操作と結果】

　ある植物を暗室に 1日おいた後，十分に明るい場所で，同じ厚さで同じぐ

らいの大きさの葉①～葉④について表 1のような操作を同時に行いました。

　また，それぞれの操作のすぐ後に，同じ面積になるように葉を切り取り

乾
かんそう

燥させて重さを測定したところ，表 1の結果が得られました。

　なお，葉③と葉④では右図の矢印（→）の部分を熱したことによって，葉

の光合成によって合成された栄養分が根・茎・果実 ･種子に移動できなく

なっていますが，呼吸や光合成には影
えいきょう

響がありません。

（ 1）

（ 2） （ 3） （ 1）

（ 1） （ 2） （ 3） （ 1） （ 3）

熱した場所

（30）



−中 5−

3 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 ６に答えなさい。

［Ⅰ	］ジャガイモやサツマイモなどの植物は，生命活動に必要なエネルギーを取り出すために，栄養

分を　　　　を使って分解する呼吸を行っています。また，植物は十分な光があたっているとき

には　　　　と　　　　から　　　　や栄養分を合成する光合成も同時に行っています。光合成

は緑色の葉や若い茎
くき

の一部でも行われており，合成された栄養分は根・茎・果実・種子に運ばれ

て，呼吸に使われたり蓄
たくわ

えられたりしています。

問 1 	　文中の　　　　・　　　　は気体，　　　　は液体です。　　　　～　　　　にあてはまる物

質名を答えなさい。

問 2 	　ジャガイモは茎が，サツマイモは根が肥大して栄養分を蓄えます。次の（ア）～（エ）の中で

おもに栄養分を果実・種子に蓄えているものを 2つ選び，記号で答えなさい。

　　（ア）アスパラガス　　　　（イ）カボチャ　　　　（ウ）ショウガ　　　　（エ）イネ

問 3 	　葉で合成された栄養分は，一時的に水に溶
と

けない物質Ａに変えられた後，再び水に溶けやすい

物質Ｂに変えられて，少しずつ根・茎・果実・種子に運ばれます。

　　（ 1）水に溶けない物質Ａは，よう素液で青紫色になります。物質Ａの物質名を答えなさい。

　　（ 2 	）水に溶けやすい物質Ｂは何というつくりを通って運ばれますか。そのつくりの名前を答え

なさい。また，茎の一部分を表した解答欄
らん

の断面図で，物質Ｂが通る部分を黒く塗
ぬ

りつぶし

なさい。	

［Ⅱ	］葉で行われている光合成によって合成される栄養分の重さ，呼吸によって分解される栄養分の

重さ，根・茎・果実・種子へ移動する栄養分の重さを調べるために次のような実験を行いました。

【実験操作と結果】

　ある植物を暗室に 1日おいた後，十分に明るい場所で，同じ厚さで同じぐ

らいの大きさの葉①～葉④について表 1のような操作を同時に行いました。

　また，それぞれの操作のすぐ後に，同じ面積になるように葉を切り取り

乾
かんそう

燥させて重さを測定したところ，表 1の結果が得られました。

　なお，葉③と葉④では右図の矢印（→）の部分を熱したことによって，葉

の光合成によって合成された栄養分が根・茎・果実 ･種子に移動できなく

なっていますが，呼吸や光合成には影
えいきょう

響がありません。

（ 1）

（ 2） （ 3） （ 1）

（ 1） （ 2） （ 3） （ 1） （ 3）

熱した場所

−中 6−

問 4 	　光合成によって合成された栄養分の重さをＸ〔ｇ〕，呼吸によって分解された栄養分の重さを	

Ｙ〔ｇ〕，葉から根・茎・果実・種子へと移動していった栄養分の重さをＺ〔ｇ〕としたとき，	

表 1 の乾燥後の重さ	Ｂ〔ｇ〕は，Ａ＋Ｘ−Ｙ−Ｚと表すことができます。Ｃ〔ｇ〕，Ｄ〔ｇ〕は，

どのように表すことができますか。次の（ア）～（カ）から 1つずつ選び，記号で答えなさい。

　　（ア）Ａ＋Ｘ−Ｙ　　　　　（イ）Ａ＋Ｘ−Ｚ　　　　　（ウ）Ａ−Ｙ−Ｚ

　　（エ）Ａ＋Ｘ　　　　　　　（オ）Ａ−Ｙ　　　　　　　（カ）Ａ−Ｚ

問 ５ 	　実験している間に葉の呼吸で分解された栄養分の重さＹ〔ｇ〕を，表 1 の乾燥後の重さＡ～Ｄ

を使って表すとすると，どのように表すことができますか。次の（ア）～（シ）から 1 つ選び，

記号で答えなさい。

　　（ア）Ａ−Ｂ　　　　　　　（イ）Ａ−Ｃ　　　　　　　（ウ）Ａ−Ｄ

　　（エ）Ｂ−Ａ　　　　　　　（オ）Ｂ−Ｃ　　　　　　　（カ）Ｂ−Ｄ

　　（キ）Ｃ−Ａ　　　　　　　（ク）Ｃ−Ｂ　　　　　　　（ケ）Ｃ−Ｄ

　　（コ）Ｄ−Ａ　　　　　　　（サ）Ｄ−Ｂ　　　　　　　（シ）Ｄ−Ｃ

問 ６ 	　実験している間に光合成で作られた栄養分の重さＸ〔ｇ〕を，問 ５ の（ア）～（シ）から 1 つ

選び，記号で答えなさい。

表　 1

実験の操作 実験結果
乾燥後の重さ〔ｇ〕

葉① 実験開始時に葉を茎から切り離
はな

す。 Ａ	

葉② ８時間光を当てた後，葉を茎から切り離す。 Ｂ

葉③ 葉の矢印の部分を熱してから ８時間光を当てた後，葉を
茎から切り離す。 Ｃ	

葉④ 葉の矢印の部分を熱してから ８ 時間光があたらないよ
うにアルミはくでおおった後，葉を茎から切り離す。 Ｄ	

−中 5−

3 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 ６に答えなさい。

［Ⅰ	］ジャガイモやサツマイモなどの植物は，生命活動に必要なエネルギーを取り出すために，栄養

分を　　　　を使って分解する呼吸を行っています。また，植物は十分な光があたっているとき

には　　　　と　　　　から　　　　や栄養分を合成する光合成も同時に行っています。光合成

は緑色の葉や若い茎
くき

の一部でも行われており，合成された栄養分は根・茎・果実・種子に運ばれ

て，呼吸に使われたり蓄
たくわ

えられたりしています。

問 1 	　文中の　　　　・　　　　は気体，　　　　は液体です。　　　　～　　　　にあてはまる物

質名を答えなさい。

問 2 	　ジャガイモは茎が，サツマイモは根が肥大して栄養分を蓄えます。次の（ア）～（エ）の中で

おもに栄養分を果実・種子に蓄えているものを 2つ選び，記号で答えなさい。

　　（ア）アスパラガス　　　　（イ）カボチャ　　　　（ウ）ショウガ　　　　（エ）イネ

問 3 	　葉で合成された栄養分は，一時的に水に溶
と

けない物質Ａに変えられた後，再び水に溶けやすい

物質Ｂに変えられて，少しずつ根・茎・果実・種子に運ばれます。

　　（ 1）水に溶けない物質Ａは，よう素液で青紫色になります。物質Ａの物質名を答えなさい。

　　（ 2 	）水に溶けやすい物質Ｂは何というつくりを通って運ばれますか。そのつくりの名前を答え

なさい。また，茎の一部分を表した解答欄
らん

の断面図で，物質Ｂが通る部分を黒く塗
ぬ

りつぶし

なさい。	

［Ⅱ	］葉で行われている光合成によって合成される栄養分の重さ，呼吸によって分解される栄養分の

重さ，根・茎・果実・種子へ移動する栄養分の重さを調べるために次のような実験を行いました。

【実験操作と結果】

　ある植物を暗室に 1日おいた後，十分に明るい場所で，同じ厚さで同じぐ

らいの大きさの葉①～葉④について表 1のような操作を同時に行いました。

　また，それぞれの操作のすぐ後に，同じ面積になるように葉を切り取り

乾
かんそう

燥させて重さを測定したところ，表 1の結果が得られました。

　なお，葉③と葉④では右図の矢印（→）の部分を熱したことによって，葉

の光合成によって合成された栄養分が根・茎・果実 ･種子に移動できなく

なっていますが，呼吸や光合成には影
えいきょう

響がありません。

（ 1）

（ 2） （ 3） （ 1）

（ 1） （ 2） （ 3） （ 1） （ 3）

熱した場所

−中 6−

問 4 	　光合成によって合成された栄養分の重さをＸ〔ｇ〕，呼吸によって分解された栄養分の重さを	

Ｙ〔ｇ〕，葉から根・茎・果実・種子へと移動していった栄養分の重さをＺ〔ｇ〕としたとき，	

表 1 の乾燥後の重さ	Ｂ〔ｇ〕は，Ａ＋Ｘ−Ｙ−Ｚと表すことができます。Ｃ〔ｇ〕，Ｄ〔ｇ〕は，

どのように表すことができますか。次の（ア）～（カ）から 1つずつ選び，記号で答えなさい。

　　（ア）Ａ＋Ｘ−Ｙ　　　　　（イ）Ａ＋Ｘ−Ｚ　　　　　（ウ）Ａ−Ｙ−Ｚ

　　（エ）Ａ＋Ｘ　　　　　　　（オ）Ａ−Ｙ　　　　　　　（カ）Ａ−Ｚ

問 ５ 	　実験している間に葉の呼吸で分解された栄養分の重さＹ〔ｇ〕を，表 1 の乾燥後の重さＡ～Ｄ

を使って表すとすると，どのように表すことができますか。次の（ア）～（シ）から 1 つ選び，

記号で答えなさい。

　　（ア）Ａ−Ｂ　　　　　　　（イ）Ａ−Ｃ　　　　　　　（ウ）Ａ−Ｄ

　　（エ）Ｂ−Ａ　　　　　　　（オ）Ｂ−Ｃ　　　　　　　（カ）Ｂ−Ｄ

　　（キ）Ｃ−Ａ　　　　　　　（ク）Ｃ−Ｂ　　　　　　　（ケ）Ｃ−Ｄ

　　（コ）Ｄ−Ａ　　　　　　　（サ）Ｄ−Ｂ　　　　　　　（シ）Ｄ−Ｃ

問 ６ 	　実験している間に光合成で作られた栄養分の重さＸ〔ｇ〕を，問 ５ の（ア）～（シ）から 1 つ

選び，記号で答えなさい。

表　 1

実験の操作 実験結果
乾燥後の重さ〔ｇ〕

葉① 実験開始時に葉を茎から切り離
はな

す。 Ａ	

葉② ８時間光を当てた後，葉を茎から切り離す。 Ｂ

葉③ 葉の矢印の部分を熱してから ８時間光を当てた後，葉を
茎から切り離す。 Ｃ	

葉④ 葉の矢印の部分を熱してから ８ 時間光があたらないよ
うにアルミはくでおおった後，葉を茎から切り離す。 Ｄ	

（31）



−中 7−

4 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 ６に答えなさい。

［Ⅰ	］問 1　次の（ 1）～（ 3）の文章の　　　　に入る語句や数値の組み合わせとして適するものを，

それぞれ（ア）～（ク）から 1つ選び，記号で答えなさい。

　　（ 1 	）振
ふ

り子が 1 往復する時間は，「おもりの重さ」・「おもりのか

たさ」・「糸の長さ」・「振れ幅
はば

」のうち，　　　　だけに関係

し，その値が　　　　なるほど大きくなります。

　　（ 2 	）弦
げん

におもりを取り付け，弦がぴんと張った状態ではじくと音

が鳴ります。この音を高くするには，弦を振動しやすくし， 1

秒あたりに振動する回数を増やせばよいことが知られています。

したがって，弦は同じ材質であれば　　　　，　　　　ほうが

音は高くなり，おもりの数は　　　　ほうが音は高くなります。

　　（ 3 	）右図のように，同じはたらきをする電球 ５

個（Ⓐ～Ⓔ）とかん電池をつなぎ，それぞれの

電球に流れる電流をはかりました。Ⓒを流れ

る電流はⒶを流れる電流より　　　　，Ⓓを

流れる電流はⒸを流れる電流より　　　　，

Ⓔを流れる電流はⒹを流れる電流より　　　　なります。

おもり

糸
1

2

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） （キ） （ク）

　　　　 おもりの
重さ

おもりの
重さ

おもりの
かたさ

おもりの
かたさ

糸の
長さ

糸の
長さ 振れ幅 振れ幅

　　　　 大きく 小さく 大きく 小さく 大きく 小さく 大きく 小さく

1

2

弦

おもり

1 2

3

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） （キ） （ク）

　　　　 長く 長く 長く 長く 短く 短く 短く 短く

　　　　 太い 太い 細い 細い 太い 太い 細い 細い

　　　　 多い 少ない 多い 少ない 多い 少ない 多い 少ない

1

2

3

かん電池の記号

電球Ａの記号
（Ｂ以下も同様）

Ａ Ｃ
Ｄ

Ｅ

Ａ Ｂ

1

2

3

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） （キ） （ク）

　　　　 大きく 大きく 大きく 大きく 小さく 小さく 小さく 小さく

　　　　 大きく 大きく 小さく 小さく 大きく 大きく 小さく 小さく

　　　　 大きく 小さく 大きく 小さく 大きく 小さく 大きく 小さく

1

2

3

−中 7−

4 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 ６に答えなさい。

［Ⅰ	］問 1　次の（ 1）～（ 3）の文章の　　　　に入る語句や数値の組み合わせとして適するものを，

それぞれ（ア）～（ク）から 1つ選び，記号で答えなさい。

　　（ 1 	）振
ふ

り子が 1 往復する時間は，「おもりの重さ」・「おもりのか

たさ」・「糸の長さ」・「振れ幅
はば

」のうち，　　　　だけに関係

し，その値が　　　　なるほど大きくなります。

　　（ 2 	）弦
げん

におもりを取り付け，弦がぴんと張った状態ではじくと音

が鳴ります。この音を高くするには，弦を振動しやすくし， 1

秒あたりに振動する回数を増やせばよいことが知られています。

したがって，弦は同じ材質であれば　　　　，　　　　ほうが

音は高くなり，おもりの数は　　　　ほうが音は高くなります。

　　（ 3 	）右図のように，同じはたらきをする電球 ５

個（Ⓐ～Ⓔ）とかん電池をつなぎ，それぞれの

電球に流れる電流をはかりました。Ⓒを流れ

る電流はⒶを流れる電流より　　　　，Ⓓを

流れる電流はⒸを流れる電流より　　　　，

Ⓔを流れる電流はⒹを流れる電流より　　　　なります。

おもり

糸
1

2

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） （キ） （ク）

　　　　 おもりの
重さ

おもりの
重さ

おもりの
かたさ

おもりの
かたさ

糸の
長さ

糸の
長さ 振れ幅 振れ幅

　　　　 大きく 小さく 大きく 小さく 大きく 小さく 大きく 小さく

1

2

弦

おもり

1 2

3

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） （キ） （ク）

　　　　 長く 長く 長く 長く 短く 短く 短く 短く

　　　　 太い 太い 細い 細い 太い 太い 細い 細い

　　　　 多い 少ない 多い 少ない 多い 少ない 多い 少ない

1

2

3

かん電池の記号

電球Ａの記号
（Ｂ以下も同様）

Ａ Ｃ
Ｄ

Ｅ

Ａ Ｂ

1

2

3

（ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） （キ） （ク）

　　　　 大きく 大きく 大きく 大きく 小さく 小さく 小さく 小さく

　　　　 大きく 大きく 小さく 小さく 大きく 大きく 小さく 小さく

　　　　 大きく 小さく 大きく 小さく 大きく 小さく 大きく 小さく

1

2

3

（32）



−中 7−

4 		　次の［Ⅰ］，［Ⅱ］の問 1～問 ６に答えなさい。

［Ⅰ	］問 1　次の（ 1）～（ 3）の文章の　　　　に入る語句や数値の組み合わせとして適するものを，

それぞれ（ア）～（ク）から 1つ選び，記号で答えなさい。

　　（ 1 	）振
ふ

り子が 1 往復する時間は，「おもりの重さ」・「おもりのか

たさ」・「糸の長さ」・「振れ幅
はば

」のうち，　　　　だけに関係

し，その値が　　　　なるほど大きくなります。

　　（ 2 	）弦
げん

におもりを取り付け，弦がぴんと張った状態ではじくと音

が鳴ります。この音を高くするには，弦を振動しやすくし， 1

秒あたりに振動する回数を増やせばよいことが知られています。

したがって，弦は同じ材質であれば　　　　，　　　　ほうが

音は高くなり，おもりの数は　　　　ほうが音は高くなります。

　　（ 3 	）右図のように，同じはたらきをする電球 ５

個（Ⓐ～Ⓔ）とかん電池をつなぎ，それぞれの

電球に流れる電流をはかりました。Ⓒを流れ

る電流はⒶを流れる電流より　　　　，Ⓓを

流れる電流はⒸを流れる電流より　　　　，

Ⓔを流れる電流はⒹを流れる電流より　　　　なります。
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　　　　 多い 少ない 多い 少ない 多い 少ない 多い 少ない
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−中 8−

［Ⅱ	］図 1のような，縦 2 cm，横 ５ cm，高さ ８ cmの直方体（物体 1）があります。物体 1には 2 cm

の辺と ５ cmの辺でできる面Ａ， ５ cmの辺と ８ cmの辺でできる面Ｂ， 2 cmの辺と ８ cmの辺で

できる面Ｃがあり，その重さは 21６ｇです。

問 2　この物体 1の体積 1 cm3あたりの重さは何 gですか。

問 3 	　面Ａ，面Ｂ，面Ｃをそれぞれ下にしたときのうち，スポンジが最もへこむのはどの面を下にし

たときですか。また，そのときの物体 1と接しているスポンジの面積 1 cm2あたりにかかる重さは

何ｇですか。

問 4 	　図 3 のように，体積 1 cm3あたりの重さが 0.1ｇの材質でできた体積 3６0 cm3の物体 2 と物体 1

を軽い棒の両端に取り付け，棒の左端から 3 cmのところを軽い糸でつるしたところ，棒は水平に

なりました。この棒の長さは何 cmですか。

問 ５ 	　図 4 のように，物体 1 にばねはかりを取り付けて水中に入れて静止させました。ばねはかりの

めもりの値は何ｇですか。ただし，水 1 cm3は 1ｇで，物体はおしのけた水の重さとおなじ大きさ

の浮
ふ

力を受けるものとします。

問 ６ 	　図 ５ のように，物体 2 と同じ材質でできた物体 3 に，物体 1 を軽い糸でつないで水中に入れ

たところ，物体 3 の体積のうち 2６ cm3が水面上に浮
う

いた状態で静止しました。物体 3 の体積は

何 cm3ですか。
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（
中
一
）

　
次
の
文
章
は
、「
私
」
が
学
校
の
先
生
と
「
仕
事
」
に
つ
い
て
交
わ
し
た
対
話
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の�

〔
問
一
〕
～
〔
問
二
〕
に
答
え
な
さ
い
。

〈
先
生
〉
　「
仕
事
」
っ
て
い
う
と
、
ど
ん
な
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
？

《
私
》��

　
そ
う
で
す
ね
。
ま
ず
、
会
社
や
お
店
、
工
場
な
ど
で
働
く
こ
と
は
仕
事
と
言
え
ま
す
ね
。
あ
と
、
農
業
や

漁
業
も
仕
事
だ
し
、
病
院
や
介か
い

護ご

施し

設せ
つ

で
働
く
こ
と
も
仕
事
で
す
よ
ね
。

〈
先
生
〉
　
そ
う
。
仕
事
を
す
べ
て
あ
げ
よ
う
と
す
る
と
キ
リ
が
な
い
ね
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
い
ま
あ
げ
た
も
の
に
共
通

　
　
　
　
す
る
こ
と
は
な
ん
だ
ろ
う
。
　

《
私
》��

　�

働
い
て
お
金
を
も
ら
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

〈
先
生
〉��

　
よ
い
と
こ
ろ
に
気
が
つ
い
た
ね
。
そ
れ
で
は
、「
仕
事
」
の
意
味
を
、「
体
や
頭
を
使
っ
て
働
き
、
そ
れ
に

対
し
て
お
金
を
も
ら
う
こ
と
」
と
し
よ
う
。

《
私
》�

　
わ
か
り
ま
し
た
。

〈
先
生
〉
　
じ
ゃ
あ
、
今
度
は
、
な
ん
の
た
め
に
仕
事
を
す
る
の
か
考
え
て
み
よ
う
か
。�

こ
れ
に
つ
い
て
は
ど
う
思

　
　
　
　
う
？

《
私
》��

　
ま
ず
、
お
金
を
か
せ
い
で
生
活
を
す
る
た
め
に
仕
事
を
し
ま
す
。

〈
先
生
〉�

　
そ
う
。
生
活
に
は
お
金
が
か
か
る
。
家
を
借
り
た
り
、
ご
飯
を
食
べ
た
り
、
家
族
を
養
っ
た
り
、
た
ま
に

は
旅
行
や
レ
ジ
ャ
ー
に
行
っ
た
り
す
る
た
め
に
、
お
金
が
必
要
だ
よ
ね
。
お
金
を
か
せ
ぐ
た
め
に
は
仕
事
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ね
。
で
は
、
そ
の
ほ
か
に
仕
事
を
す
る
理
由
は
思
い
つ
く
？

《
私
》�

　
う
ー
ん
、
そ
う
だ
な
あ
。
私
は
、
将
来
、
音
楽
関
係
の
仕
事
を
し
た
い
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
自
分
の
夢
を

か
な
え
る
た
め
で
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。

〈
先
生
〉�

　
自
分
の
夢
を
実
現
す
る
こ
と
も
、
仕
事
を
す
る
大
き
な
理
由
だ
ね
。
仕
事
を
通
じ
て
、
な
に
か
を
創
り
出

し
た
り
、
成
し
遂と

げ
た
り
、
実
現
し
て
い
き
た
い
と
思
う
の
は
、
自
然
な
こ
と
。
こ
の
こ
と
を
「
自
己
実

現
」
と
言
う
の
だ
け
れ
ど
、
自
分
の
生
き
る
意
味
や
生
き
る
価
値
を
創
り
出
し
て
い
く
こ
と
は
、
人
に
と
っ

て
非
常
に
大
切
な
こ
と
だ
と
言
え
る
。
私
た
ち
は
、
仕
事
を
通
じ
て
そ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け

な
ん
だ
よ
。

��

　
　
　
　
も
ち
ろ
ん
、
仕
事
で
な
く
て
も
自
己
実
現
す
る
こ
と
は
可
能
だ
け
ど
、
一
日
の
生
活
の
多
く
の
時
間
を
費つ
い

　
　
　
　
や
し
て
い
る
仕
事
が
、
自
己
実
現
の
で
き
な
い
不
本
意
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
働
く
の
も
つ
ら
い
は
ず
。
で
き

　
　
　
　
れ
ば
、
生
き
る
意
味
や
自
分
の
価
値
を
見
出
せ
る
仕
事
に
就つ

く
の
が
望
ま
し
い
と
言
え
る
ね
。

《
私
》��

　
自
己
実
現
っ
て
自
分
の
夢
を
か
な
え
る
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

〈
先
生
〉�

　
実
は
「
夢
を
か
な
え
る
」
こ
と
だ
け
が
自
己
実
現
で
は
な
い
ん
だ
よ
。
た
と
え
ば
、「
自
分
の
仕
事
ぶ
り

を
他
人
に
評
価
し
て
も
ら
う
」「
自
分
の
仕
事
が
他
人
に
感
謝
さ
れ
る
」
こ
と
も
、
自
己
実
現
だ
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
ん
だ
。
た
と
え
ば
、
料
理
人
な
ら
「
自
分
の
料
理
が
お
い
し
い
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
」、
医
者

や
看
護
師
な
ら
「
病
気
で
苦
し
ん
で
い
る
患
者
さ
ん
を
治ち

療り
ょ
うし
て
感
謝
さ
れ
る
こ
と
」
な
ど
が
、
自
己
実
現

に
結
び
つ
い
て
い
る
ん
だ
。

《
私
》��

　
他
人
か
ら
、
自
分
の
仕
事
が
評
価
さ
れ
た
り
感
謝
さ
れ
た
り
す
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
よ
ね
。

一 国
語
問
題

午
後
入
試
　
適
性
問
題
（
国
語
）
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ね
。

〈
先
生
〉�

　
実
は
「
夢
を
か
な
え
る
」
こ
と
だ
け
が
自
己
実
現
で
は
な
い
ん
だ
よ
。
た
と
え
ば
、「
自
分
の
仕
事
ぶ
り

を
他
人
に
評
価
し
て
も
ら
う
」「
自
分
の
仕
事
が
他
人
に
感
謝
さ
れ
る
」
こ
と
も
、
自
己
実
現
だ
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
ん
だ
。
た
と
え
ば
、
料
理
人
な
ら
「
自
分
の
料
理
が
お
い
し
い
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
」、
医
者

や
看
護
師
な
ら
「
病
気
で
苦
し
ん
で
い
る
患
者
さ
ん
を
治ち

療り
ょ
うし
て
感
謝
さ
れ
る
こ
と
」
な
ど
が
、
自
己
実
現

に
結
び
つ
い
て
い
る
ん
だ
。

《
私
》��

　
他
人
か
ら
、
自
分
の
仕
事
が
評
価
さ
れ
た
り
感
謝
さ
れ
た
り
す
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
よ
ね
。

一 国
語
問
題

（
中
二
）

〈
先
生
〉��

　
そ
う
だ
ね
。
そ
し
て
、
自
分
の
仕
事
が
評
価
さ
れ
、
感
謝
さ
れ
る
こ
と
は
、
実
は
「
自
分
の
仕
事
が
誰だ
れ

か

の
た
め
に
役
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
よ
ね
。
　

《
私
》�
　
そ
れ
っ
て
ま
さ
に
「
社
会
貢こ
う

献け
ん

」
で
す
よ
ね
。

〈
先
生
〉�

　
そ
の
と
お
り
！
「
社
会
に
貢こ
う

献け
ん

す
る
」
こ
と
も
、
仕
事
の
重
要
な
役
割
な
ん
だ
。
仕
事
を
通
じ
て
他
人
や

社
会
と
つ
な
が
り
合
い
、
と
も
に
助
け
合
っ
て
生
き
て
い
く
。
そ
れ
が
あ
っ
て
こ
そ
、
人
は
豊
か
な
人
生
を

歩
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
よ
。

《
私
》�

　
仕
事
っ
て
す
ば
ら
し
い
も
の
な
ん
で
す
ね
。

（
上
西
充
子
「
ワ
ー
ク
ル
ー
ル
っ
て
な
ん
だ
？
」
に
よ
る
）

〔
問
一
〕�

　
本
文
の
内
容
を
ま
と
め
た
次
の
図
の
　
　
　
　
～
　
　
　
　
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

お
金
を
か
せ
ぐ
た
め

仕
事
の
目
的

夢
の
実
現

　
　
　
　
の
た
め

自
分
の
仕
事
へ
の

　
　
　
や
　
　
　

　
　
　
　
へ
の
貢こ

う

献け
ん

〔
問
二
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
「
体
や
頭
を
使
っ
て
働
き
、
そ
れ
に
対
し
て
お
金
を
も
ら
う
こ
と
」
と
あ
り
ま
す

が
、「
仕
事
」
の
中
に
は
、
お
金
を
も
ら
わ
な
く
て
も
、
家
庭
内
や
地
域
社
会
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
た
「
無む

償し
ょ
う労
働
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
無む

償し
ょ
う労
働
」
の
例
と
し
て
適、

当、

で、

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
で
お
ふ
ろ
の
そ
う
じ
を
す
る
こ
と
。�

　
　
　
　
イ
　
子
ど
も
の
送
り
む
か
え
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
ウ
　
通
学
路
の
ゴ
ミ
拾
い
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
エ
　
花
屋
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
こ
と
。

�

１

４

1

2

3

４
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（
中
三
）

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
〔
問
一
〕
～
〔
問
五
〕
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
問
題
は
、�

句
読
点
や
括か
っ

弧こ

な
ど
も
全
て
一
字
に
数
え
ま
す
。

《
Ａ
》

　
土
の
道
を
探
し
て
も
、
と
り
わ
け
都
市
で
は
、
よ
ほ
ど
で
な
け
れ
ば
見
つ
け
に
く
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
わ
た

し
た
ち
の
日
常
の
な
か
に
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

と
と
も
に
、
ふ
だ
ん
の
わ
た
し
た
ち
の
こ
と
ば
か
ら
、
自
然
に
つ
い
て
語
る（

注
１
）

語ご

彙い

、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
ど
ん
ど
ん

減
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
の
で
す
。

　
た
と
え
ば
「
雨
」。
秋
の
雨
に
つ
い
て
だ
け
言
っ
て
も
、「
秋あ
き

雨さ
め

」「
長な
が

雨あ
め

」「
愁
し
ゅ
う

雨う

」
あ
る
い
は
「
霧き
り

雨さ
め

」「
小こ

糠ぬ
か

雨あ
め

」「
霖り
ん

雨う

」「
宿
し
ゅ
く
雨う

」
な
ど
、
日
本
語
は
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
を
し
て
き
ま
し
た
。

　
け
れ
ど
も
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
今
は
雨
を
言
い
あ
ら
わ
す
の
に
、
ど
れ
く
ら
い
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
、
わ
た
し

た
ち
は
使
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　
ど
ん
な
に
ひ
ど
い
雨
の
と
き
も
、「
大お
お

雨あ
め

」「
豪ご
う

雨う

」「
暴ぼ
う

風ふ
う

雨う

」
と
か
「
凄す
ご

い
雨
」「
た
く
さ
ん
の
雨
」
と
い
う
程
度

の
言
い
方
し
か
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、「
土ど

砂し
ゃ

降ぶ

り
」
あ
る
い
は
「
横
な
ぐ
り
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
も
、
も

う
あ
ま
り
聞
か
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
日
、
銀い
ち
ょ
う杏
並な
み

木き

の
美
し
い
黄こ
う

葉よ
う

を
見
ま
し
た
。

　
重
な
り
あ
っ
た
銀い
ち
ょ
う杏
の
葉
が
実
に
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
微び

妙み
ょ
うな
色
合
い
を
映
し
て
、
日
の
光
の
な
か
に
揺ゆ

れ
て
い

て
、
そ
の
黄こ
う

葉よ
う

の
見
事
さ
は
思
わ
ず
息
を
呑の

む
ほ
ど
で
し
た
が
、　
　
　
　
は
そ
の
さ
ま
ざ
ま
に
違ち
が

う
色
合
い
を
認
識

し
て
い
て
も
、
さ
て
、　
　
　
　
で
、
そ
の
黄
の
織
り
な
す
美
し
い
さ
ま
ざ
ま
な
黄
色
を
ど
れ
だ
け
言
い
あ
ら
わ
せ
る

だ
ろ
う
と
考
え
る
と
、
難
し
い
の
で
す
。

　
十
二
色
の
ク
レ
ヨ
ン
の
色
ぐ
ら
い
し
か
色し
き

彩さ
い

の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
も
た
な
け
れ
ば
、
黄こ
う

葉よ
う

の
美
し
さ
を
な
す
さ
ま

ざ
ま
な
黄
も
、
結
局
、
た
だ
黄
色
と
だ
け
し
か
言
え
な
い
だ
ろ
う
な
あ
と
思
う
。

　
今
日
の
日
本
は
、
識（
注
２
）字
率
は
ず
ば
ぬ
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
が
、
反
面
、
こ
と
ば
に

対
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
手
前
勝
手
に
ふ
る
ま
っ
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
み
ず
か
ら
あ
や
し
も
う
と
は
し
な
い
で
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
は
、
識
字
率
は
ず
ば
ぬ
け
て
い
て
も
、
わ
た
し
た
ち
の
も
つ
語ご

彙い

、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
は
ず

い
ぶ
ん
落
ち
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
語
が
突つ
っ

慳け
ん

貪ど
ん

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
く
わ
え
て
国
際
化
に
伴
と
も
な

っ
て
、
カ
タ

カ
ナ
で
し
か
言
え
な
い
こ
と
ば
が
、
わ
た
し
た
ち
の
語ご

彙い

、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
に
た
く
さ
ん
入
り
こ
ん
で
き
て
い
ま

す
。
仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
と
ば
の
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
の
喚か
ん

起き

力り
よ
くが
、
そ
の
ぶ
ん
ど
う
し
て
も
弱

ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

　
と
い
う
の
も
、
日
本
語
の
漢
字
は
わ
た
し
た
ち
の
な
か
に
連
想
す
る
力
を
ふ
ん
だ
ん
に
育
て
て
き
た
け
れ
ど
も
、
カ

タ
カ
ナ
の
こ
と
ば
は
こ
と
ば
の
地ち

下か

茎け
い

が
も
と
も
と
断た

ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
た
め
、
な
か
な
か
そ
う
は
ゆ
か
ず
、
こ
と

ば
に
よ
る
連
想
の
力
、
イ
メ
ー
ジ
を
ゆ
た
か
に
つ
ら
ね
て
ゆ
く
力
を
、
ど
う
し
て
も
殺そ

い
で
し
ま
い
や
す
い
の
で
す
。

　
こ
と
ば
と
い
う
の
は
、
た
が
い
に
関
連
し
あ
う
意
味
の
ま
と
ま
り
、
イ
メ
ー
ジ
の
ま
と
ま
り
で
す
。

　
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
と
ば
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
頭
の
中
、
心
の
中
に
も
っ
て
い
る
自
分
の
字
引
き
に
よ
っ

て
理
解
し
ま
す
。
め
い
め
い
が
胸
に
も
つ
そ
の
自
分
の
字
引
き
が
、
ど
ん
ど
ん
と
薄
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い

①

Ⅰ

Ⅱ

②

二
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（
中
三
）

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
〔
問
一
〕
～
〔
問
五
〕
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
問
題
は
、�

句
読
点
や
括か
っ

弧こ

な
ど
も
全
て
一
字
に
数
え
ま
す
。

《
Ａ
》

　
土
の
道
を
探
し
て
も
、
と
り
わ
け
都
市
で
は
、
よ
ほ
ど
で
な
け
れ
ば
見
つ
け
に
く
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
わ
た

し
た
ち
の
日
常
の
な
か
に
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

と
と
も
に
、
ふ
だ
ん
の
わ
た
し
た
ち
の
こ
と
ば
か
ら
、
自
然
に
つ
い
て
語
る（

注
１
）

語ご

彙い

、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
ど
ん
ど
ん

減
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
の
で
す
。

　
た
と
え
ば
「
雨
」。
秋
の
雨
に
つ
い
て
だ
け
言
っ
て
も
、「
秋あ
き

雨さ
め

」「
長な
が

雨あ
め

」「
愁
し
ゅ
う

雨う

」
あ
る
い
は
「
霧き
り

雨さ
め

」「
小こ

糠ぬ
か

雨あ
め

」「
霖り
ん

雨う

」「
宿
し
ゅ
く
雨う

」
な
ど
、
日
本
語
は
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
を
し
て
き
ま
し
た
。

　
け
れ
ど
も
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
今
は
雨
を
言
い
あ
ら
わ
す
の
に
、
ど
れ
く
ら
い
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
、
わ
た
し

た
ち
は
使
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　
ど
ん
な
に
ひ
ど
い
雨
の
と
き
も
、「
大お
お

雨あ
め

」「
豪ご
う

雨う

」「
暴ぼ
う

風ふ
う

雨う

」
と
か
「
凄す
ご

い
雨
」「
た
く
さ
ん
の
雨
」
と
い
う
程
度

の
言
い
方
し
か
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、「
土ど

砂し
ゃ

降ぶ

り
」
あ
る
い
は
「
横
な
ぐ
り
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
も
、
も

う
あ
ま
り
聞
か
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
日
、
銀い
ち
ょ
う杏
並な
み

木き

の
美
し
い
黄こ
う

葉よ
う

を
見
ま
し
た
。

　
重
な
り
あ
っ
た
銀い
ち
ょ
う杏
の
葉
が
実
に
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
微び

妙み
ょ
うな
色
合
い
を
映
し
て
、
日
の
光
の
な
か
に
揺ゆ

れ
て
い

て
、
そ
の
黄こ
う

葉よ
う

の
見
事
さ
は
思
わ
ず
息
を
呑の

む
ほ
ど
で
し
た
が
、　
　
　
　
は
そ
の
さ
ま
ざ
ま
に
違ち
が

う
色
合
い
を
認
識

し
て
い
て
も
、
さ
て
、　
　
　
　
で
、
そ
の
黄
の
織
り
な
す
美
し
い
さ
ま
ざ
ま
な
黄
色
を
ど
れ
だ
け
言
い
あ
ら
わ
せ
る

だ
ろ
う
と
考
え
る
と
、
難
し
い
の
で
す
。

　
十
二
色
の
ク
レ
ヨ
ン
の
色
ぐ
ら
い
し
か
色し
き

彩さ
い

の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
を
も
た
な
け
れ
ば
、
黄こ
う

葉よ
う

の
美
し
さ
を
な
す
さ
ま

ざ
ま
な
黄
も
、
結
局
、
た
だ
黄
色
と
だ
け
し
か
言
え
な
い
だ
ろ
う
な
あ
と
思
う
。

　
今
日
の
日
本
は
、
識（
注
２
）字
率
は
ず
ば
ぬ
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
が
、
反
面
、
こ
と
ば
に

対
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
手
前
勝
手
に
ふ
る
ま
っ
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
み
ず
か
ら
あ
や
し
も
う
と
は
し
な
い
で
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
は
、
識
字
率
は
ず
ば
ぬ
け
て
い
て
も
、
わ
た
し
た
ち
の
も
つ
語ご

彙い

、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
は
ず

い
ぶ
ん
落
ち
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
語
が
突つ
っ

慳け
ん

貪ど
ん

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
く
わ
え
て
国
際
化
に
伴
と
も
な

っ
て
、
カ
タ

カ
ナ
で
し
か
言
え
な
い
こ
と
ば
が
、
わ
た
し
た
ち
の
語ご

彙い

、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
に
た
く
さ
ん
入
り
こ
ん
で
き
て
い
ま

す
。
仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
と
ば
の
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
の
喚か
ん

起き

力り
よ
くが
、
そ
の
ぶ
ん
ど
う
し
て
も
弱

ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

　
と
い
う
の
も
、
日
本
語
の
漢
字
は
わ
た
し
た
ち
の
な
か
に
連
想
す
る
力
を
ふ
ん
だ
ん
に
育
て
て
き
た
け
れ
ど
も
、
カ

タ
カ
ナ
の
こ
と
ば
は
こ
と
ば
の
地ち

下か

茎け
い

が
も
と
も
と
断た

ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
た
め
、
な
か
な
か
そ
う
は
ゆ
か
ず
、
こ
と

ば
に
よ
る
連
想
の
力
、
イ
メ
ー
ジ
を
ゆ
た
か
に
つ
ら
ね
て
ゆ
く
力
を
、
ど
う
し
て
も
殺そ

い
で
し
ま
い
や
す
い
の
で
す
。

　
こ
と
ば
と
い
う
の
は
、
た
が
い
に
関
連
し
あ
う
意
味
の
ま
と
ま
り
、
イ
メ
ー
ジ
の
ま
と
ま
り
で
す
。

　
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
と
ば
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
頭
の
中
、
心
の
中
に
も
っ
て
い
る
自
分
の
字
引
き
に
よ
っ

て
理
解
し
ま
す
。
め
い
め
い
が
胸
に
も
つ
そ
の
自
分
の
字
引
き
が
、
ど
ん
ど
ん
と
薄
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い

①

Ⅰ

Ⅱ

②

二

（
中
四
）

か
。

　
感
じ
、
考
え
、
思
う
こ
と
を
、
自
分
の
こ
と
ば
で
、
き
ち
ん
と
、
生
き
生
き
と
言
い
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
が
、
び

っ
く
り
す
る
ほ
ど
下
手
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
極
き
ょ
く

端た
ん

に
言
え
ば
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
「
面お
も

白し
ろ

い
」「
つ
ま
ん
な
い
」
と

い
う
、
二
つ
の
こ
と
ば
で
す
ま
そ
う
と
思
え
ば
す
ん
で
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
け
っ
し
て
幸
福
な
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
土
の
道
の
よ
う
な
、
身
の
ま
わ
り
の
自
然
一
つ
と
っ
て
み
て
も
、
今
日
わ
た
し
た
ち
は
、
ご
く
身
近
な
自
然
に
つ
い

て
よ
く
語
り
う
る
こ
と
ば
を
、
自
分
の
字
引
き
に
ど
れ
だ
け
ゆ
た
か
に
も
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を

考
え
ま
す
。

《
Ｂ
》

　
こ
と
ば
の
す
る
こ
と
と
い
う
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
名
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
と
ば
を
こ
と
ば
た
ら
し
め
て
き
た
も
の
は
、
名
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
名
の
る
こ
と
で
し
た
。
み
ず
か
ら
こ

と
ば
の
な
か
に
す
す
み
で
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
こ
の
世
で
最
初
に
も
ら
う
の
は
、
名
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
世
と
人
を
、
ま
た
こ
の
世
で
人

と
人
を
む
す
ぶ
も
の
は
、
こ
と
ば
で
す
。

　
そ
し
て
、
人
が
め
い
め
い
違ち
が

っ
た
自
分
の
名
を
も
つ
よ
う
に
、
こ
と
ば
と
い
う
の
は
、
多
様
な
も
の
を
た
が
い
に
認

め
あ
う
方
法
で
す
。
こ
と
ば
が
あ
な
ど
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
人
の
、
人
と
し
て
の
ゆ
た
か
さ
は
な
い
。
わ
た
し
は
そ
う

思
っ
て
い
ま
す
。

（
長
田
弘
「
す
べ
て
き
み
に
宛あ

て
た
手
紙
」
に
よ
る
）

（
注
１
）
語ご

彙い･･･

個
人
が
使
用
す
る
単
語
の
全
て
。「
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
」
と
同
じ
意
味
。

（
注
２
）
識
字
率･･･

文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
る
人
口
の
割
合
。

③

（
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（
中
五
）

〔
問
一
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
①
「
息
を
呑の

む
」
が
表
す
心
情
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
驚お
ど
ろき

　
　
　
　
イ
　
恐
き
ょ
う
怖ふ

　
　
　
　
ウ
　
喜
び
　
　
　
　
エ
　
期
待

〔
問
二
〕�

　
文
中
の
　
　
　
　
・
　
　
　
　
に
当
て
は
ま
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

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

　
　
　
　
ア
　
Ⅰ
　
頭
　
　
　
Ⅱ
　
こ
こ
ろ

　
　
　
　
イ
　
Ⅰ
　
感
覚
　
　
Ⅱ
　
イ
メ
ー
ジ

　
　
　
　
ウ
　
Ⅰ
　
脳
　
　
　
Ⅱ
　
発
音

　
　
　
　
エ
　
Ⅰ
　
目
　
　
　
Ⅱ
　
こ
と
ば

〔
問
三
〕���

　
文
中
の
　　
　
　線
部
②
「
カ
タ
カ
ナ
で
し
か
言
え
な
い
こ
と
ば
」
と
、「
日
本
語
の
漢
字
」
に
は
ど
の
よ

う
な
違ち
が

い
が
あ
り
ま
す
か
。
解
答
欄ら
ん

に
合
う
か
た
ち
で
、
文
中
の
語
句
を
用
い
て
、
六
十
字
以
上
七
十
字
以

内
で
説
明
し
な
さ
い
。

〔
問
四
〕�

　
文
中
の
　
　
　線
部
③
「
こ
と
ば
が
あ
な
ど
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
人
の
、
人
と
し
て
の
ゆ
た
か
さ
は
な

い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
フ
ユ
さ
ん
の
発
言
の�

（
　
　
）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
文
中
か
ら
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
ハ
ル
さ
ん･･･

「
も
の
に
ど
ん
な
名
前
を
つ
け
る
か
に
よ
っ
て
、
も
の
に
対
す
る
人
の
考
え
方
が
わ
か
る
ね
。」

　
　
　

　
　
　
ナ
ツ
く
ん･･･

�

「
た
と
え
ば
、
米
は
日
本
人
の
主
食
だ
か
ら
、
日
本
語
で
は
『
稲い
ね

』『
米
』『
ご
飯
』
と
さ
ま
ざ

ま
な
呼
び
方
を
す
る
け
れ
ど
、
英
語
で
は
全
部
『
ラ
イ
ス
』
と
言
う
ら
し
い
よ
。」

　
　
　
ア
キ
く
ん･･･
�

「
へ
え
、
米
に
関
し
て
は
日
本
人
の
方
が
、
そ
の
細
か
な
違ち
が

い
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
か
。」

　
　
　
フ
ユ
さ
ん･･･

�

「
結
局
、
言
葉
が
ゆ
た
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
が
物
事
の
（
　
　
）
性
を
大
切
に
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。」

Ⅰ

Ⅱ

（
38）



（
中
五
）

〔
問
一
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
①
「
息
を
呑の

む
」
が
表
す
心
情
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
驚お
ど
ろき

　
　
　
　
イ
　
恐
き
ょ
う
怖ふ

　
　
　
　
ウ
　
喜
び
　
　
　
　
エ
　
期
待

〔
問
二
〕�

　
文
中
の
　
　
　
　
・
　
　
　
　
に
当
て
は
ま
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

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

　
　
　
　
ア
　
Ⅰ
　
頭
　
　
　
Ⅱ
　
こ
こ
ろ

　
　
　
　
イ
　
Ⅰ
　
感
覚
　
　
Ⅱ
　
イ
メ
ー
ジ

　
　
　
　
ウ
　
Ⅰ
　
脳
　
　
　
Ⅱ
　
発
音

　
　
　
　
エ
　
Ⅰ
　
目
　
　
　
Ⅱ
　
こ
と
ば

〔
問
三
〕���

　
文
中
の
　　
　
　線
部
②
「
カ
タ
カ
ナ
で
し
か
言
え
な
い
こ
と
ば
」
と
、「
日
本
語
の
漢
字
」
に
は
ど
の
よ

う
な
違ち
が

い
が
あ
り
ま
す
か
。
解
答
欄ら
ん

に
合
う
か
た
ち
で
、
文
中
の
語
句
を
用
い
て
、
六
十
字
以
上
七
十
字
以

内
で
説
明
し
な
さ
い
。

〔
問
四
〕�

　
文
中
の
　
　
　線
部
③
「
こ
と
ば
が
あ
な
ど
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
人
の
、
人
と
し
て
の
ゆ
た
か
さ
は
な

い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
フ
ユ
さ
ん
の
発
言
の�

（
　
　
）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
文
中
か
ら
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
ハ
ル
さ
ん･･･

「
も
の
に
ど
ん
な
名
前
を
つ
け
る
か
に
よ
っ
て
、
も
の
に
対
す
る
人
の
考
え
方
が
わ
か
る
ね
。」

　
　
　

　
　
　
ナ
ツ
く
ん･･･

�

「
た
と
え
ば
、
米
は
日
本
人
の
主
食
だ
か
ら
、
日
本
語
で
は
『
稲い
ね

』『
米
』『
ご
飯
』
と
さ
ま
ざ

ま
な
呼
び
方
を
す
る
け
れ
ど
、
英
語
で
は
全
部
『
ラ
イ
ス
』
と
言
う
ら
し
い
よ
。」

　
　
　
ア
キ
く
ん･･･

�

「
へ
え
、
米
に
関
し
て
は
日
本
人
の
方
が
、
そ
の
細
か
な
違ち
が

い
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
か
。」

　
　
　
フ
ユ
さ
ん･･･

�

「
結
局
、
言
葉
が
ゆ
た
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
が
物
事
の
（
　
　
）
性
を
大
切
に
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。」

Ⅰ

Ⅱ

（
中
六
）

〔
問
五
〕�

　《
Ａ
》
の
文
中
で
、
筆
者
は
、
わ
た
し
た
ち
の
語ご

彙い

、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
減
っ
て
い
る
こ
と
を
指し

摘て
き

し

て
い
ま
す
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
わ
た
し
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
を
述
べ
た

最
も
適
当
な
一
文
を
《
Ａ
》
の
文
中
か
ら
探
し
、
最
初
の
八
字
を
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。
　

（
39）



−中 7−

１ 		　次の文章は，しずくさんと先生との会話です。資料や図を参考にして，あとの問 １ ～１０に答え

なさい。

しずくさん：今年の夏に東京でオリンピック・パラリンピックが開
かいさい

催されますね。

先　　生　：	そうだね。昨年は（ １）ラグビーのワールドカップも日本で開催されたね。

　　　　　　	最近は多くの外国の方が日本に来てくれるね。（２）日本もたくさんの国々と関わるように

なったね。

しずくさん：	（ ３）北海道に住んでいるいとこのかんた君が，イングランドやトンガの公認キャンプ地に

決まって，試合前に練習していたと言っていました。

先　　生　：	和歌山県は，アフリカ大陸代表のナミビアのキャンプ地になっていたよね。

しずくさん：	２００２年にはサッカーのワールドカップも，日本で開催されたのですよね。

先　　生　：	そうだよ。韓国と共同で開催されたんだ。

しずくさん：	サッカーのワールドカップは何か国が参加するのですか。

先　　生　：	２０１８年に行われた前回のロシア大会は３２の国と地域が参加していたんだよ。サッカーの

ワールドカップは，今後，参加国数を増やすことが決まってるんだよ。

しずくさん：	オリンピックはいくつの国と地域が参加するのですか。

先　　生　：	前回の夏に行われた（ ４）ブラジルのリオデジャネイロオリンピックでは２０６の国と地域が

参加したんだ。その前に行われたイギリスのロンドンや，（５）中国の北京オリンピックも

２００を超
こ

える国や地域が参加したんだ。１９８０年の旧ソ連で行われたモスクワオリンピック

では，８０の国と地域の参加だったが，次の１９８４年に行われた（６）アメリカ合衆国のロサ

ンゼルスオリンピックでは１４０の国と地域が参加したんだよ。

しずくさん：	世界にはたくさんの国があるのですね。

先　　生　：	そうなんだよ。

しずくさん：	（ ７）国際連合は何か国が加盟しているのですか？

先　　生　： ２０１９年１２月現在で（　Ａ　）か国が加盟してるんだよ。

しずくさん：	最初は何か国からはじまったのですか。

先　　生　：	１９４５年にできたときは（　Ｂ　）か国からスタートし，今ではたくさんの国々でいろん

な話し合いをしているんだ。経済社会理事会では，（８）世界遺産の登録について話し合う

ユネスコや，難民の保護を行うユニセフなどの専門機関などと協力して，よりよい世界

をつくろうと努力しているんだよ。

しずくさん：	１９４５年は，第二次世界大戦が終わった年ですよね。

先　　生　：	そうなんだ。第二次世界大戦が終わる前と後では，（９）日本の政治体制も大きく変化した

ね。（１０）工業化も進み，日本だけでなく世界も，政治だけでなく建造物や（１１）食べ物など，

さまざまな文化が大きく変化したんだよ。

社 会 問 題午後入試　適性問題（社会）



−中 7−

１ 		　次の文章は，しずくさんと先生との会話です。資料や図を参考にして，あとの問 １ ～１０に答え

なさい。

しずくさん：今年の夏に東京でオリンピック・パラリンピックが開
かいさい

催されますね。

先　　生　：	そうだね。昨年は（１）ラグビーのワールドカップも日本で開催されたね。

　　　　　　	最近は多くの外国の方が日本に来てくれるね。（ ２）日本もたくさんの国々と関わるように

なったね。

しずくさん：	（ ３）北海道に住んでいるいとこのかんた君が，イングランドやトンガの公認キャンプ地に

決まって，試合前に練習していたと言っていました。

先　　生　：	和歌山県は，アフリカ大陸代表のナミビアのキャンプ地になっていたよね。

しずくさん：	２００２年にはサッカーのワールドカップも，日本で開催されたのですよね。

先　　生　：	そうだよ。韓国と共同で開催されたんだ。

しずくさん：	サッカーのワールドカップは何か国が参加するのですか。

先　　生　：	２０１８年に行われた前回のロシア大会は３２の国と地域が参加していたんだよ。サッカーの

ワールドカップは，今後，参加国数を増やすことが決まってるんだよ。

しずくさん：	オリンピックはいくつの国と地域が参加するのですか。

先　　生　：	前回の夏に行われた（４）ブラジルのリオデジャネイロオリンピックでは２０６の国と地域が

参加したんだ。その前に行われたイギリスのロンドンや，（ ５）中国の北京オリンピックも

２００を超
こ

える国や地域が参加したんだ。１９８０年の旧ソ連で行われたモスクワオリンピック

では，８０の国と地域の参加だったが，次の１９８４年に行われた（ ６）アメリカ合衆国のロサ

ンゼルスオリンピックでは１４０の国と地域が参加したんだよ。

しずくさん：	世界にはたくさんの国があるのですね。

先　　生　：	そうなんだよ。

しずくさん：	（ ７）国際連合は何か国が加盟しているのですか？

先　　生　： ２０１９年１２月現在で（　Ａ　）か国が加盟してるんだよ。

しずくさん：	最初は何か国からはじまったのですか。

先　　生　：	１９４５年にできたときは（　Ｂ　）か国からスタートし，今ではたくさんの国々でいろん

な話し合いをしているんだ。経済社会理事会では，（ ８）世界遺産の登録について話し合う

ユネスコや，難民の保護を行うユニセフなどの専門機関などと協力して，よりよい世界

をつくろうと努力しているんだよ。

しずくさん：	１９４５年は，第二次世界大戦が終わった年ですよね。

先　　生　：	そうなんだ。第二次世界大戦が終わる前と後では，（ ９）日本の政治体制も大きく変化した

ね。（１０）工業化も進み，日本だけでなく世界も，政治だけでなく建造物や（１１）食べ物など，

さまざまな文化が大きく変化したんだよ。

社 会 問 題

−中 8−

問 １　文章中の（　Ａ　）と（　Ｂ　）に入る正しい数字を，それぞれ答えなさい。

問 ２ 	　下線部（ １）に関連して，次の【資料 １】は，ラグビーワールドカップの（注）予選プールである。

せいじ君とかんた君との会話のうちでまちがっているものを，下のア～エから １つ選びなさい。

　　（注）	参加チームを ４ つの組（グループ）に分け，各組の中で，チームどうしのリーグ戦を行う	

形式のこと。

　　【資料 １】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ア　せいじ君：プールＡには，アジアの国は日本だけだね。

　　　イ　かんた君：プールＢには，南半球の国はナミビアだけだね。

　　　ウ　せいじ君：プールＣには，ヨーロッパの国が ２か国も入っているね。

　　　エ　かんた君：世界の五大陸から選ばれた国と地域が，プールＡからＤに分けられるんだね。

アイルランド
スコットランド
日本
ロシア
サモア

プールＡ

ニュージーランド
南アフリカ共和国
イタリア
ナミビア
カナダ

プールＢ

イングランド
フランス
アルゼンチン
アメリカ合衆国
トンガ

プールＣ

オーストラリア
ウェールズ
ジョージア
フィジー
ウルグアイ

プールＤ

（41）



−中 9−

問 ３ 	　下線部（ ２）に関連して，次の【資料 ２】は，２０１７年度における，日本とオーストラリア，中

国，アメリカ合衆国，サウジアラビアとの，上位 ５位までの輸出入の品目をあらわしたものです。

【資料 ２】中のＡ～Ｄと国名との正しい組み合わせを，次のページのア～カから １つ選びなさい。

　　【資料 ２】

　　　Ａ

　　　Ｂ

日本からの輸入

約 15 兆円 約 18 兆円

日本への輸出

自動車部品
5.4

電気機器
22.7 電気機器

29.7

一般機械
22.2

一般機械
16.9

プラスチック
5.5

化学製品
6.1

金属製品
3.3

化学光学機器
6.1

衣類と同付属品
10.5

日本からの輸入

約 15 兆円 約 8兆円

日本への輸出

航空機類
2.7自動車部品

6.4

元素と化合物
5.8

化学光学機器
5.3

医薬品
5.1

電気機器
13.7

電気機器
13.3

一般機械
22.5

一般機械
15.9乗用車

29.6
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問 ３ 	　下線部（ ２）に関連して，次の【資料 ２】は，２０１７年度における，日本とオーストラリア，中

国，アメリカ合衆国，サウジアラビアとの，上位 ５位までの輸出入の品目をあらわしたものです。

【資料 ２】中のＡ～Ｄと国名との正しい組み合わせを，次のページのア～カから １つ選びなさい。

　　【資料 ２】

　　　Ａ

　　　Ｂ

日本からの輸入

約 15 兆円 約 18 兆円
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自動車部品
5.4

電気機器
22.7 電気機器

29.7

一般機械
22.2

一般機械
16.9

プラスチック
5.5

化学製品
6.1

金属製品
3.3

化学光学機器
6.1

衣類と同付属品
10.5

日本からの輸入

約 15 兆円 約 8兆円

日本への輸出

航空機類
2.7自動車部品

6.4

元素と化合物
5.8

化学光学機器
5.3

医薬品
5.1

電気機器
13.7

電気機器
13.3

一般機械
22.5

一般機械
15.9乗用車

29.6

−中 10 −

　　　Ｃ

　　　Ｄ

　　　（注）２０１９データブックオブ・ザ・ワールドより作成。

　　　ア　Ａ−アメリカ合衆国　 Ｂ−中　国　　　　　 Ｃ−オーストラリア　 Ｄ−サウジアラビア

　　　イ　Ａ−アメリカ合衆国　 Ｂ−中　国　　　　　 Ｃ−サウジアラビア　 Ｄ−オーストラリア

　　　ウ　Ａ−中　国　　　　　 Ｂ−アメリカ合衆国　 Ｃ−オーストラリア　 Ｄ−サウジアラビア

　　　エ　Ａ−中　国　　　　　 Ｂ−アメリカ合衆国　 Ｃ−サウジアラビア　 Ｄ−オーストラリア

　　　オ　Ａ−オーストラリア　 Ｂ−中　国　　　　　 Ｃ−サウジアラビア　 Ｄ−アメリカ合衆国

　　　カ　Ａ−サウジアラビア　 Ｂ−アメリカ合衆国　 Ｃ−中　国　　　　　 Ｄ−オーストラリア

日本からの輸入

約 4000 億円 約 3 兆円

日本への輸出

原油
92.3

液化天然ガス
1.2

アルミニウムと同合金
1.2

バスとトラック
10.7

鉄鋼
10.7

一般機械
13.7

乗用車
34.6

電気機器
  4.9

有機化合物
1.3

揮発油
2.8

日本からの輸入

約2兆円 約4兆円

日本への輸出

液化天然ガス
27.9

石炭
36.7

銅鉱
2.7牛肉

  4.0

鉄鉱石
12.8

電気機器
3.1

バスとトラック
8.2

一般機械
9.9

軽油
13.4

乗用車
36.5

（43）
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問 ４ 	　下線部（ ３）に関連して，次の図は，２０１８年度の札幌市，福井市，横浜市の月別の平均気温と

降水量をあらわしています。図Ａ～Ｃのなかから札幌市の図として正しいものを １つ選びなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　（注）気象庁ホームページより作成。
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問 ５ 	　下線部（ ４），（ ５），（ ６）に関連して，次のＡ～Ｃは，ブラジル，中国，アメリカ合衆国の，

それぞれの国と日本とのつながりやくらしのようすをまとめた文章です。それぞれの国について

まとめた文章と，その国の国旗との正しい組み合わせを，次のページのア～カから １ つ選びなさ

い。

　　

　　

　　

●	　日本の約２５倍もある広い国土をもつこの国には，言葉や習慣の異なる５６の民族がく

らしています。

●	　資源が豊かで，携
けいたい

帯電話や電化製品に使われるレアメタルという貴重な資源は，世

界の約９０％がこの国で生産されています。

●	　日本のお正月に当たる春
しゅんせつ

節という伝統的な行事があり，学校・商店・工場などは休

みになります。遠くに住んでいる家族もこのときに帰省します。

Ａ

●	　この国の映画や音楽，遊園地は，日本でも人気があります。

●	　ハンバーガーはこの国で生まれ，世界じゅうに広まりました。

●	　宇宙開発などの分野で，日本人をはじめ世界各国の人々と協力して，最
さいせんたん

先端の技術

の研究が行われています。

Ｂ

●	　１９０８年以降，約２５万人の日本人が仕事を求めてこの国に移住しました。現在では，

約１４０万人の日系人がいて，東洋人街もあります。そこには日本語で歌えるカラオケ

店などもあります。

●	　この国の楽しみの一つに，カーニバルがあります。キリスト教の祭りの一つで，毎

年 ２月ごろ，各地で開かれます。

●	　この国の料理で有名なのは，「フェイジョアーダ」で，黒豆とぶた肉のシチューで，

ごはんや「ファロファ」と呼ばれるマンジョカいもの粉と，キャベツに似た野菜をそ

えて食べます。

Ｃ
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　　　　　　　①　　　　　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　　　　③

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問 ６ 	　下線部（ ７）に関連して，国際連合のなかの重要な機関の一つで， ５ つの国を常任理事国とし

て，国際平和を守り，国どうしの争いを解決することなどを目的としている機関を何といいますか。	

正式名称を漢字 ７字で答えなさい。

問 ７ 	　下線部（ ８）に関連して，次のＡ～Ｃは，世界遺産に登録されている日本の建造物の説明と写

真です。Ａ～Ｃと登録されている都道府県①～③との正しい組み合わせを，次のページのア～カ

から １つ選びなさい。（都道府県の形は，東西南北や縮尺はその通りではありません。）

　　Ａ	　多くの登録地が人類の長い歴史や文化を伝えるのに

対し，この原爆ドームは，１９４５年に人類史上初めて使

用された核
かくへいき

兵器の傷あとを伝える建造物です。

　　Ｂ	　法
ほう

隆
りゅうじ

寺は，世界最古の木造建築群といわれており，

推
す い こ

古天皇と聖
しょうとくたいし

徳太子によって推古１５年（６０７年）に

建
こんりゅう

立されたといわれています。１９９３年１２月に日本初の

世界文化遺産に登録されています。

ア イ ウ エ オ カ

Ａ ① ① ② ② ③ ③

Ｂ ② ③ ① ③ ① ②

Ｃ ③ ② ③ ① ② ①

（46）
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りゅうじ

寺は，世界最古の木造建築群といわれており，

推
す い こ
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建
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世界文化遺産に登録されています。
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Ｃ ③ ② ③ ① ② ①
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　　Ｃ	　姫
ひめじじょう

路城は，ユネスコの世界遺産リストにも登録さ

れ，日本１００名城などに選定されています。別名を白

鷺城（はくろじょう・しらさぎじょう）ともいわれて

います。

　　　　　　　　①　　　　　　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　　　　　③

問 ８　下線部（ ９）に関連して，以下のＡ～Ｃのそれぞれの問いに答えなさい。

　　　Ａ	　次のア～カの文章は，国会と内閣のおもな仕事を示したものです。内閣の主な仕事として

正しいものを，次のア～カからすべて選びなさい。

　　　ア　外国と条約を結ぶ。

　　　イ　最高裁判所の長官を指名する。

　　　ウ　国の予算や法律を話し合って決める。

　　　エ　裁判官を裁く裁判を行う。

　　　オ　憲法改正を国民に提案する。

　　　カ　衆議院の解散を決める。

ア イ ウ エ オ カ

Ａ ① ① ② ② ③ ③

Ｂ ② ③ ① ③ ① ②

Ｃ ③ ② ③ ① ② ①

（47）
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　　　Ｂ	　２００９年から日本で導入された制度で，国民の感覚や視点を裁判にいかすことを目的として，

刑
けいばつ

罰が重い犯罪の裁判に，国民が参加して審
しん ぎ

議する制度があります。その制度を何といいま

すか。漢字で答えなさい。

　　　Ｃ	　日本は，国の権力を，立法，行政，司法の三つに分けています。それはなぜですか。理由

を３０字以内で説明しなさい。（句読点を含みます。）

問 ９ 	　下線部（１０）に関連して，工場などの生産性向上に伴
ともな

い，工場周辺の住民などの多くの人が有

害物質の被
ひが い

害を受け，日本の各地で公害が発生しました。特に水
みなまたびょう

俣病，新潟水俣病，四日市ぜん

そく，イタイイタイ病は四大公害病といわれました。この四大公害病についての文章としてまち

がっているものを，次のア～エから １つ選びなさい。

　　　ア	　四日市ぜんそくは，石油化学コンビナートから出る煙
けむり

に含まれる物質が原因で，周辺に住

む多くの人が，せきが止まらなくなるぜんそくに苦しみました。

　　　イ	　水俣病は，化学工場から流れ出たメチル水銀が魚や貝にたまり，それを食べた人が手足の

まひなど神経系の障がいをうったえ，多くの人が亡くなりました。

　　　ウ　イタイイタイ病は，カドミウムが原因で，富山県神
じんずう

通川
がわ

流域で発生しました。

　　　エ　四大公害病の問題はすべて解決され，現在は健康面等で苦しんでいる人はいません。

問１０	　下線部（１１）に関連して，次の表Ａ～Ｃは，米・みかん・乳牛の国内生産量または飼育頭数の

上位 ５ 位までの都道府県を表しています。表Ａ～Ｃと商品との正しい組み合わせを，下のア～カ

から １つ選びなさい。

　　　（注）農林水産省統計データより作成。（統計の米と乳牛は２０１８年，みかんは２０１７年）

Ａ Ｂ Ｃ

１位 北海道 １位 新潟県 １位 和歌山県

２位 栃木県 ２位 北海道 ２位 愛媛県

３位 熊本県 ３位 秋田県 ３位 熊本県

４位 岩手県 ４位 山形県 ４位 静岡県

５位 群馬県 ５位 茨城県 ５位 長崎県

ア イ ウ エ オ カ

米 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ

みかん Ｂ Ｃ Ａ Ｃ Ａ Ｂ

乳　牛 Ｃ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ

（48）
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２ 		　次の文章は，中学生のちひろさんと小学生のじろう君の会話です。この文章を読んで，あとの	
問 １ ～ ３ に答えなさい。

じろう君　：それ中学校の歴史の教科書だよね。見せて。あ，これはピラミッドだ。

ちひろさん：	そうだね。エジプトの世界遺産だ。中学生になると世界の歴史も学んでいくよ。エジプ

トやメソポタミアを含
ふく

む地域はオリエントと呼ばれていて。それは「太陽ののぼる土

地」って意味なんだよ。

じろう君　：へえ～，そうなんだ。ものしりなんだね。

ちひろさん：世界遺産といえば２０１９年 ７ 月に，百
も ず

舌鳥・古
ふるいち

市古
こ

墳
ふん

群
ぐん

が世界遺産に登録されたよね。

じろう君　：それ知ってる。ニュースで見たよ。（　Ａ　）にあるんだよね。

ちひろさん：正解。そのうち「大
だいせん

山古墳」が最大で，クフ王のピラミッドより広いんだって。

じろう君　：	へえ～，すごいや。ところで幕末はどこにのっているの？ぼく坂
さかもと

本龍
りょうま

馬が大好きなんだ。

ちひろさん：	教科書の真ん中ぐらいにのっているよ。そもそも「幕末」の「幕」って何かわかってる

の？

じろう君　：「幕」…？何だろう？考えたこともないや。

ちひろさん：徳
とくがわ

川家
いえやす

康がたてた江戸幕府のことだよ。

じろう君　：そうか，幕府のおわりということで「幕末」なんだね。

ちひろさん：	その通り。１８５３年にアメリカ人のペリーが日本にやってきて，日本は開国をせまられた。

そして新しい「明治」という時代をむかえたんだよ。（１）明治時代から一人の天皇の在位

中は元号を変えないことになったんだ。２０１９年は新しい元号になったね。

じろう君　：知ってる。「令和」だ。

ちひろさん：	わたしたちもしっかり勉強してあたらしい時代を切り開いていかないとね。そういえば，

お札の図
ずがら

柄も新しくなるって２０１９年 ４ 月に発表されていたよね。

じろう君　：ニュースで見たよ。でも知らない人ばっかりだね。

ちひろさん：じゃあ今のお札の人物は知ってる？

じろう君　：千円札は（　Ｂ　）だね。学校で習ったよ。細
さいきん

菌学者で黄
おう

熱
ねつ

病
びょう

の研究で有名だよね。

ちひろさん：その通り。今度の新しい千円札も細菌学者の北
きたざと

里柴
しばさぶろう

三郎なんだよ。

じろう君　：ふうん。千円札の図柄って学者から選ばれるの？

ちひろさん：そうでもないよ。（　Ｂ　）の前は（　Ｃ　）だったんだ。

じろう君　：うん。知ってるよ。『吾
わがはい

輩は猫である』を書いた人だよね。

ちひろさん：正解。じゃあその前は誰でしょう？ヒントは日本の最初の総理大臣です。

じろう君　：わかった。（　Ｄ　）だ。

ちひろさん：	残念でした。正解は（　Ｅ　）だよ。（　Ｄ　）は今の一万円札の図柄の人で，『学問の

すすめ』の中の「天は人の上に人を造らず，人の下に人を造らず」ということばが有名

だよね。

じろう君　：そうか。同じ時代だからまちがえちゃった。

（49）



−中 17 −

ちひろさん：ちなみに二千円札は変
へんこう

更がないみたいだね。

じろう君　：二千円札ってどんな図柄だったっけ？あまり見かけないよね。

ちひろさん：表
おもて

は首
しゅ り

里城
じょう

の守
しゅ

礼
れい

の門，裏は『源氏物語』を書いた（　Ｆ　）だよ。

じろう君　：そうだったかな？いわれても思い出せないな。文学の人もお札になるんだね。

ちひろさん：	そうだね。今の五千円札は『たけくらべ』で有名な（　Ｇ　）。最近は女性が １人は選ば

れているんだよ。新しい五千円札は（　Ｈ　）。近代の女子高等教育につくした人物なん

だ。

じろう君　：ふうん。いろんな分野の人がお札になっているのがわかったよ。

問 １　文中の（　Ａ　）にあてはまる都道府県名を答えなさい。

問 ２　文中の（　Ｂ　）～（　Ｈ　）にあてはまる人物名を答えなさい。

問 ３ 	　下線部（ １）に関連して，「明治」から「令和」までの元号を順番に，それぞれ漢字 ２字で答え

なさい。

　　　「明治」→「（　①　）」→「（　②　）」→「（　③　）」→「令和」

（50）
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	 	　分数	　　　　	をこれ以上約分できない分数にしなさい。1 5148
29172

算 数 問 題 （51）
午後入試　適性問題（算数）



−中 2−

	 	　 1	は， 1＝	　　	＋	　　	＋	　　	＋	　　	のように表すことができます。

	 これは，12	の約数の中の	1	と	2	と	3	と	6	を用いて，12 ＝ 6 ＋ 3 ＋ 2 ＋ 1	だから

	 　　	　　	＝	　　	＋	　　	＋	　　	＋	　　	　　となります。

	 　　約分すると　　 1＝	　　	＋	　　	＋	　　	＋	　　	　　と表すことができます。

	 次の問いに答えなさい。

	 （ 1 ）	　6	の約数を用いて，

	 　　　　　　 1＝	　　　　	＋	　　　　	＋	　　　　	　…①

	 　　　と表せます。

	 　　　①の　　　　　〜　　　　　の中にそれぞれ	2	以上	6	以下の整数を入れなさい。

	 　　　ただし，　　　　　，　　　　　，　　　　　には同じ整数を入れてはいけません。

	 （ 2 ）	　次のきまりにしたがって，分数の和が	1	になるようなものを	1	つだけ見つけなさい。

	 　　［きまり］

	 　　　①　分数の分子は	1	とします。

	 　　　②　 3	個以上の分数の足し算とします。

	 　　　③　 1＝	　　	＋	　　	＋	　　	のように同じ分数を	2	回以上使用してはいけません。

	 　　　④　この問題の解答には，下の例と（ 1）の答えを使用してはいけません。

	 　　　　解答らんには次の例にならって式だけを記入しなさい。

	 　　　　　　　例　　　 1＝	　　	＋	　　	＋	　　	＋	　　	

2 1
2

1
4

1
6

1
12

12
12

6
12

3
12

2
12

1
12

1
2

1
4

1
6

1
12

　 1 　
ア

　 1　
イ

　 1　
ウ

ア ウ

ア イ ウ

1
2

1
4

1
4

1
2

1
4

1
6

1
12
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−中 3−

	 	　正多角形の対称の軸の本数について考えます。次の問いに答えなさい。

	 （ 1 ）	　頂点の数が偶数である正多角形の対称の軸について考えます。下の	3	つの図の正多角

形の対称の軸の本数を求めなさい。

	 （ 2 ）	　（ 1）	から正二十角形の対称の軸の本数は何本と考えられますか。

	 （ 3 ）	　頂点の数が奇数である正多角形（たとえば，正三角形や正五角形）では，対称の軸の	

本数は頂点の個数と比べて，どうなりますか。

	 　　　　以下の中で正しいものを○で囲みなさい。

	 　　　　　　　多い　　　　等しい　　　　少ない

	 　　　また，その理由を説明しなさい。

3

正八角形正六角形正四角形
（正方形）

（53）
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1 		　次の文章を読み，あとの問 1から問 ６に答えなさい。

　わこうくんはお父さんと一
いっしょ

緒に，山に登りました。下の写真はそのときのものです。

【わこう】足元に雲が広がっていて素晴らしい眺
なが

めだね。

【お父さん】これは雲
うんかい

海っていうんだよ。雲海のでき方を説明するよ。

　　　　　	まず，夜に地面が十分①〔（ア）冷える・（イ）温まる 〕　必要があるんだ。これを放
ほうしゃ

射

冷
れいきゃく

却と言うんだ。こうなるためには，地面の熱が宇宙に十分に逃
に

げることができるように，

夜の天気が②〔（ウ）晴れ・（エ）曇
くも

り・（オ）雨・（カ）雪 〕　である必要があるよ。ふ

つうは，上空へいくほど気温は下がるんだけれど，放射冷却の結果，この日は地表付近の気

温の方が③〔（キ）高・（ク）低 〕　くなり，逆転層というものができるんだ。このとき，風	

が④〔（ケ）強・（コ）無 〕　ければ，山間部や谷間に⑤〔（サ）冷えた・（シ）暖まった 〕　

空気が溜
た

まるんだ。この空気が⑥〔（ス）乾
かんそう

燥して・（セ）湿
しめ

って 〕　いると，空気中の水

蒸気が液体の水となり霧
きり

や雲になるんだ。この状態を上から見ると雲海に見えるんだ。

【わこう】良くわかった。いつもできるわけではないんだね。

問 1 	　下線部①，③，⑤の〔　〕の中に入れる語句の組み合わせとしてもっともふさわしいものを	

次の（Ａ）〜（Ｈ）から 1つ選び，記号で答えなさい。

　　（Ａ）	ア・キ・サ　　　（Ｂ）	ア・キ・シ　　　（Ｃ）	ア・ク・サ　　　（Ｄ）	ア・ク・シ

　　（Ｅ）	イ・キ・サ　　　（Ｆ）	イ・キ・シ　　　（Ｇ）	イ・ク・サ　　　（Ｈ）	イ・ク・シ

問 2 	　下線部②の〔　〕の中にもっともふさわしい語句を（ウ）〜（カ）から 1 つ選び，記号で答え

なさい。

問 3 	　下線部④の〔　〕の中にもっともふさわしい語句を（ケ）（コ）から 1つ選び，記号で答えなさ

い。

問 4 	　下線部⑥の〔　〕の中にもっともふさわしい語句を（ス）（セ）から 1つ選び，記号で答えなさ

い。

理 科 問 題午後入試　適性問題（理科）
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理 科 問 題

−中 6−

問 ５ 	　ふつう雲海は朝に現れ昼になると消えます。この理由を簡単に書きなさい。

問 ６ 	　雲海は春や秋に発生することが多く，夏や冬にはあまり発生しません。この理由をそれぞれの

季節について，「夏は」，「冬は」で始まる文章で簡単に書きなさい。

（55）
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2 		　次の文章を読み，あとの問 1と問 2に答えなさい。

【わこう】時間帯によって空の色が変わるのはなぜですか。

【先　生】	その疑問を解決するヒントになる資料がありますよ。小学生にとっては分かりづらい内容

も少しありますが，この資料から昼と朝夕の空の色がちがうように見える理由が分かると

思います。一
いっしょ

緒に考えましょう。

　太陽の光は白色の光で，青，緑，黄，赤などの様々な色の光が重なってできていま

す。光は色が混ざっていくと白色になっていきます。光は電磁波と呼ばれる波の一種

で，青色の光の波長の方が，赤色の光の波長よりも短いです。光は何かに衝
しょうとつ

突などを

すると，いろいろな方向へ進路が変わります。この現象を光の散乱と呼びます。そし

て，地球の空気の主成分である〔　①　〕や〔　②　〕のような，特に小さい粒
りゅうし

子に

よる散乱を「レイリー散乱」と呼びます。光の波長が長いほど，レイリー散乱はされ

にくくなるため，赤色の光と青色の光が別々に進むことになります。また，レイリー

散乱は地表の近くでほとんど起き，地表からはなれた高い場所では起こりません。

太陽の光

〔 ④ 〕色
　の光

〔 ③ 〕色
　の光

Ａさん Ｂさん

図 1

〔 ⑤ 〕色
　の光

図 2

Ａさん Ｂさん

太
陽
の
光

（56）
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【先　生】	では本題の空の色について考えましょう。太陽の位置が高い時間帯では，〔　③　〕色の太

陽の光はほぼ真上からやってきます。すると，図 1 のようにＢさんへ届くはずだった太陽

の光のうち，〔　④　〕色の光の一部が散乱によって斜
なな

めの方向からＡさんに届きます。そ

のためＡさんには散乱された光が届いた方向の空が〔④〕色に見えるのです。一方，日の

出や日
にちぼつ

没の時間帯では，太陽光は高度の低いところを長い距
きょ り

離を通ってＡさんにまでたど

りつきます。この過程で，〔④〕色系の光は太陽が高い時間帯よりもさらに多く散乱される

のはもちろん，他の光の一部も散乱されやすくなります。そのため，図 2 のようにＡさん

に太陽から直接届く光には，〔　⑤　〕色が極めて多く残るのです。

問 1 	　資料の文章の〔　①　〕と〔　②　〕に当てはまる気体は何ですか。ただし，〔　①　〕の方が

〔　②　〕よりも空気中に多く存在します。

問 2 	　図 1 の③と④，図 2 の⑤はそれぞれ何色だと考えられますか。次の（ア）〜（エ）からもっと

も適当なものを 1つずつ選び，それぞれ記号で答えなさい。

　　（ア）	青　　　　（イ）	赤　　　　（ウ）	白　　　　（エ）	黒

（57）
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3 		　次の文章を読み，あとの問 1から問 ５に答えなさい。

　わこうくんは，食事をしていると口の中のごはんがだんだん甘
あま

くなっていくことに気づきました。

調べてみると，口の中で，ごはんに含まれているデンプンが糖という別の物質に分解されていること

がわかりました。その原因を調べるために，わこうくんはだ液の性質を調べる実験を行いました。

＜実験①＞

　うすめたデンプンのりを同じ量ずつ入れた ６本の試験管Ａ〜Ｆを用意し，表のように試験管Ａ，Ｃ，

Ｅにはだ液を，試験管Ｂ，Ｄ，Ｆにはだ液と同量の水を入れ，試験管Ａ，Ｂは ５ ℃の水，試験管Ｃ，

Ｄは 3５ ℃の水，試験管Ｅ，Ｆは 90 ℃の水を入れた容器につけて一定時間放置しました。その後，容

器から試験管を取りだし，ヨウ素液を加えて変化を観察したところ，試験管Ｃは変化がなく，試験管

Ｃ以外の液は青
あおむらさきいろ

紫色に変化しました。

＜実験②＞

　実験①を行った後，試験管ＡとＥを今度は3５ ℃の水を入れた容器につけて一定時間放置しました。

その後，容器から試験管を取りだし観察したところ，試験管Ａは青紫色が消え，試験管Ｅは青紫色の

ままでした。

問 1 	　試験管Ｂ，Ｄ，Ｆのように水を入れた実験を行っているのはなぜですか。その理由を簡単に書

きなさい。

問 2 	　実験①の結果により，だ液のはたらきでデンプンが分解されたことがわかりました。これはど

の試験管の結果を比べればわかりますか。試験管Ａ〜Ｆから適当なものを 2 つ選び，記号で答え

なさい。

試験管 加えた液体 温度 ヨウ素液を加えた後の変化

Ａ デンプンのり　＋　だ液 ５℃ 青紫色

Ｂ デンプンのり　＋　　水　 ５ ℃ 青紫色

Ｃ デンプンのり　＋　だ液 3５ ℃ 変化なし

Ｄ デンプンのり　＋　　水　 3５ ℃ 青紫色

Ｅ デンプンのり　＋　だ液 90 ℃ 青紫色

Ｆ デンプンのり　＋　　水　 90 ℃ 青紫色

（58）
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3 		　次の文章を読み，あとの問 1から問 ５に答えなさい。

　わこうくんは，食事をしていると口の中のごはんがだんだん甘
あま

くなっていくことに気づきました。

調べてみると，口の中で，ごはんに含まれているデンプンが糖という別の物質に分解されていること

がわかりました。その原因を調べるために，わこうくんはだ液の性質を調べる実験を行いました。

＜実験①＞

　うすめたデンプンのりを同じ量ずつ入れた ６本の試験管Ａ〜Ｆを用意し，表のように試験管Ａ，Ｃ，

Ｅにはだ液を，試験管Ｂ，Ｄ，Ｆにはだ液と同量の水を入れ，試験管Ａ，Ｂは ５ ℃の水，試験管Ｃ，

Ｄは 3５ ℃の水，試験管Ｅ，Ｆは 90 ℃の水を入れた容器につけて一定時間放置しました。その後，容

器から試験管を取りだし，ヨウ素液を加えて変化を観察したところ，試験管Ｃは変化がなく，試験管

Ｃ以外の液は青
あおむらさきいろ

紫色に変化しました。

＜実験②＞

　実験①を行った後，試験管ＡとＥを今度は3５ ℃の水を入れた容器につけて一定時間放置しました。

その後，容器から試験管を取りだし観察したところ，試験管Ａは青紫色が消え，試験管Ｅは青紫色の

ままでした。

問 1 	　試験管Ｂ，Ｄ，Ｆのように水を入れた実験を行っているのはなぜですか。その理由を簡単に書

きなさい。

問 2 	　実験①の結果により，だ液のはたらきでデンプンが分解されたことがわかりました。これはど

の試験管の結果を比べればわかりますか。試験管Ａ〜Ｆから適当なものを 2 つ選び，記号で答え

なさい。

試験管 加えた液体 温度 ヨウ素液を加えた後の変化

Ａ デンプンのり　＋　だ液 ５℃ 青紫色

Ｂ デンプンのり　＋　　水　 ５ ℃ 青紫色

Ｃ デンプンのり　＋　だ液 3５ ℃ 変化なし

Ｄ デンプンのり　＋　　水　 3５ ℃ 青紫色

Ｅ デンプンのり　＋　だ液 90 ℃ 青紫色

Ｆ デンプンのり　＋　　水　 90 ℃ 青紫色
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問 3 	　実験①の結果により，だ液にはデンプンを分解するのに適した温度があることがわかりました。

これはどの試験管の結果を比べればわかりますか。試験管Ａ〜Ｆから適当なものを 3 つ選び，記

号で答えなさい。

問 4 	　実験①と②の結果より，だ液のどのような性質がわかりますか。次の（ア）〜（カ）から適当

なものをすべて選び，記号で答えなさい。

　　（ア）だ液がはたらくのに適した温度は ５℃である。

　　（イ）だ液がはたらくのに適した温度は 3５ ℃である。

　　（ウ）だ液がはたらくのに適した温度は 90 ℃である。

　　（エ）だ液は ５℃にすると，そのはたらきは失われ，そののち働くことはない。

　　（オ）だ液は 3５ ℃にすると，そのはたらきは失われ，そののち働くことはない。

　　（カ）だ液は 90 ℃にすると，そのはたらきは失われ，そののち働くことはない。

問 ５ 	　だ液がデンプンを分解するように，消化液が体内に入った食物を別の形に変える目的は何です

か。次の文の下線部に適当なことばを入れ，この文を完成させなさい。

　　　食物を　　　　　　　　　　に変えて，体内に　　　　　　　　　　ため。

（59）
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令和 2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
〕
Ｘ

Ｙ

Ｘ

Ｙ

Ｚ

〔
問
二
〕
ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

〔
問
一
〕

1

2

3

4

〔
問
三
〕

1713

2814

39

410

511

612

15

〔
問
二
〕

〔
問
三
〕

〔
問
七
〕

〔
問
八
〕

〔
問
四
〕 〔

問
九
〕

〔
問
十
〕

〔
問
六
〕

〔
問
七
〕

〔
問
八
〕

〔
問
九
〕

〔
問
十
〕

〔
問
五
〕

〔
問
六
〕

〔
問
五
〕

〔
問
四
〕

〔
問
三
〕

と
き
。

状
態
。

Ａ

Ｂ

（
1
）

〔
問
二
〕

①

②

③

（
2
）
①

②

③

染
投
　
資

た手

耳

目

収
謝
　
礼

お
　
が

務
興
　
奮

た
が
や

規
　
律

主
　
演

郷
　
里

複
　
雑

救
　
護

清
　
潔

ウイ

エ

カ

イ

ア

オ

ウ

ウ

エ

ア

ア

イ

エ

イ

ア

ウ

オ

エ

イ

ウ

ア

エア

ウウ

イイ

エ

エ

オ

ア

命

心
が
わ
く
わ
く
し
な
い
と
、
病
気
が
治
ら
な
い
と
い
わ
れ
た
　
　

気
分
が
良
く
な
っ
て
き
て
、
い
く
ら
で
も
泳
げ
る
気
が
し
て
く
る

夏
生
　
　
　

（
く
ん
）

病
気
を
持
っ
た
肉
体
　
　

アウ

※
順
不
同

※
順
不
同

2020年度　中学校　午前入試　　 　 　解答例国語
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採 点 欄

1

2

4

（1） （2）

（5）（4）

（7） （8） （9）

（3）

（6）

合

　計

1

2

3

4

5

令和 2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

ウ

ア

エ

イ

オ

（2）
5

cm3 cm3

cm2

cm2
3
（1）

（3）

（2）

cm2

（1） （2）

（3）

（4）

（1）

日間

①

①

②

②

時　　　　　　　　　　分

時　　　　　　　　　　分

1g（　　）個　 3ｇ（　　）個　 9ｇ（　　）個　 27ｇ（　　）個

1g（　　）個　 3ｇ（　　）個　 9ｇ（　　）個　 27ｇ（　　）個

:

4 12

3　　　2

4

192

2

12

3

104

10

8

2

8

1

2

2

0

1

2 775

7.5

219.8

10

9

14

39

50

110

12
49

5

5

0.75

50

4

2020年度　中学校　午前入試　　 　 　解答例算数
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cm cm3g

g g

令和 2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

g

3

2

問 1 （１） 問 1（２） 問 1 （３）

問 1（５） 問 2（１） 問 2 （２） 問 2 （３）

問 1 （４）

問 3（１） 問 3 （２）

問 4（１）

問 1（３）問 1（２）問 1（１）

問 3（１） 問 3（２）名称 問 3 （２）
右図で物質Ｂが通る部分を
黒く塗りつぶしなさい。

問 4（２） 問 4 （３） 問 4 （４）

問 4 問 5 問 6

問 4 Ｃ 問 4 Ｄ 問 5 問 6

4

問 1  水素 問 1  酸素 問 2 問 3

問 1（１）

問 6（１）

問 4（１） 問 4 （２）

問 4（３）

問 6（２）

問 1（２） 問 1 （３） 問 2

問 5

Ｌ

Ｌ

度

度

度

作用 作用作用

g

問 3問 2

面 重さ

メタン　：　酸素　＝　　　　　　　：　　　　

水素　：　酸素　＝　　　　　　　：　　　　

Ａ　　　　　Ｂ Ａ　　　　　Ｂ

① ②

しゅう曲

イ

夏　至

カ ク ア エウ エ

春　分

断　層

浸　食

79.1

秋　分

イ

運ぱん

11：00

水　素

28.8

200 216

2

1

1

2

55.7

不整合

たい積

23.4

20

酸　素

でんぷん

21

2.7 21.6

136 180

ア

オ キ ア Ａ

オ ウ ケ

師　管

二酸化炭素 水 エイ

2020年度　中学校　午前入試　　 　 　解答例理科
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令和 2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
一
〕

〔
問
一
〕

〔
問
三
〕

〔
問
二
〕

１

〔
問
四
〕

２

３

４

〔
問
五
〕

〔
問
二
〕

と
い
う
違
い
。

ち
が

ア エ

エ

自
己
実
現

多
　
様

評
　
価

感
　
謝

社
　
会

カ

タ

カ

ナ

で

し

か

言

え

な

い

こ

と

ば

は

こ

と

ば

に

よ

感

じ

、

考

え

、

思

う

る

連

想

の

力

を

殺

い

で

し

ま

い

や

す

い

が

、

日

本

語

の

漢

字

は

わ

た

し

た

ち

の

な

か

に

連

想

す

る

力

を

ふ

ん

だ

ん

に

育

て

て

き

た

　

︿
順
不
同
﹀

2020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 問 1 問 2 問 3 問 4 問 5

問 7問 6

問 8

問 3

問 2

問 1

問 9 問10

令和 2年度　　附属中学校入学試験（午後）　　適性問題（社会）　　解答用紙

採 点 欄

2

制度

①

Ｂ

Ａ Ｂ

Ｃ

Ａ Ｂ

Ｄ

Ｆ

Ｈ

Ｃ

Ｅ

Ｇ

② ③

51193 イ

エ エ

エ Ｂ カ

エ安全保障理事会

大阪府

野口英世

福沢諭吉

紫式部

津田梅子

大　正 昭　和 平　成

夏目漱石

伊藤博文

樋口一葉

ア，イ，カ

国 の 権 力 が １ つ の 機 関

に 集 中 し ， 独 裁 化 す る

こ と を 防 ぐ た め 。 　 　

裁判員

2020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

合

　計

1

2

3

令和 2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

2

3

（理由）

正四角形
（正方形）

正六角形 正八角形

（1）

（2）

ア イ ウ

（1）

（2）

（3）

本

正二十角形
本

本 本

多い　　　　　　　等しい　　　　　　　少ない

3
17

2

4

20

3

6

6

8

対称の軸は
　頂点と，その頂点と向かい合う辺のまん中の点を結ぶ直線となる。
だから対称の軸の本数は頂点の個数に等しい。

1＝ 1
2 ＋

1
3 ＋

1
9 ＋

1
18

2020年度　中学校　午後入試　適性問題（算数）　解答例
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1

3

令和 2年度　　附属中学校入学試験（午後）　　適性問題（理科）　　解答用紙

受 験 番 号

氏 名

2

採 点 欄

問 1 問 2 問 3 問 4

問 5

問 6 冬

問 6 夏

問 1

問 2

問 3

問 4

問 5

問 1 ① 問 1 ②

問 2 ③ 問 2 ④ 問 2 ⑤

と　　　　　　　と

と

食物を　　　　　　　　　　　　　に変えて，体内に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ため。

夏は

冬は

（Ｃ）

（ウ）

Ｃ

Ａ

（イ）　　（カ）

小さな物質 吸収されやすくする

Ｄ

Ｃ Ｅ

ちっ素 酸　素

（ウ）

（ア）

（コ）

（イ）

（セ）

昼になると空気があたたまり，霧や雲が水蒸気になるから。

　　気温が高いため，空気中の水蒸気が霧や雲にならないから。

　　気温が低いため，昼間に水蒸気が十分に発生しないから。

だ液がないとデンプンのりが変化しないことを確かめるため。

2020年度　中学校　午後入試　適性問題（理科）　解答例

（68）




