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（
中
一
）

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
〔
問
一
〕
～
〔
問
九
〕
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
問
題
は
、
す
べ

て
句
読
点
や
括か
っ

弧こ

な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。

　
二
〇
〇
四
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
北
陸
や
東
北
の
日
本
海
側
で
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
出し

ゅ
つ

没ぼ
つ

が
報
じ
ら
れ
て
話
題

に
な
り
ま
し
た
。
例
年
に
く
ら
べ
て
ケ
タ
は
ず
れ
に
多
く
の
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
ク
マ
が
増
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な

さ
そ
う
で
す
。
と
い
う
の
は
、
ク
マ
は
体
が
大
き
い
た
め
、
大
量
の
食
物
と
広
い
生
活
の
場
を
必
要
と
す
る
の
で
、
も

と
も
と
一
定
の
場
所
に
そ
れ
ほ
ど
は
す
ん
で
い
ま
せ
ん
し
、
繁は
ん

殖し
ょ
く

の
特と
く

徴ち
ょ
う

か
ら
い
っ
て
も
急
に
増
え
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
か
ら
で
す
。

　
ク
マ
は
お
も
に
果
実
や
種
子
な
ど
の
植
物
質し
つ

を
食
べ
る
の
で
す
が
、
冬と
う

眠み
ん

を
ひ
か
え
た
秋
に
は
脂し

肪ぼ
う

を
た
め
る
た
め

に
大
量
の
ド
ン
グ
リ
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
ド
ン
グ
リ
は
年
に
よ
っ
て
な
る
年
と
な
ら
な
い
年

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
応
じ
て
生
活
の
場
所
を
移
す
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
山
の
果
実
と
く
に
ド
ン
グ
リ
が
な
い
年

に
、
ク
マ
が
里
に
あ
る
農
作
物
な
ど
を
食
べ
に
く
る
こ
と
は
お
お
い
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
年
は
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
あ
っ
た
は
ず
で
す
か
ら
、
こ
の
年
だ
け
が
特
別
だ
っ
た
こ
と
の
説
明
と
し
て
は
不
十
分
で

す
。

　
最
近
、
農
山
村
に
は
人
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
ク
マ
の
よ
う
な
大
き
く
て
強
い
動
物
で
も
人
間
は
恐お
そ

ろ
し
い
で
す

か
ら
、
人
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
農
作
業
を
し
て
い
た
時
代
に
は
、
野
生
動
物
に
と
っ
て
人
里
は
近
づ
き
た
く
な
い
場
所

で
し
た
。
し
か
し
、
最
近
は
そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
人
を
あ
ま
り
恐
れ
な
い
ク
マ
が
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。
そ
の
よ
う
な
状じ
ょ
う

況き
ょ
う

が
あ
る
と
こ
ろ
に
、
山
の
果
実
が
不
作
だ
っ
た
た
め
に
、
人
を
恐
れ
な
い
ク
マ
が
人
里
に

接せ
っ

近き
ん

し
た
と
い
う
の
が
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
ク
マ
と
人
と
の
出
合
い
が
多
く
な
っ
た
こ
と
は

確
か
で
す
が
、
そ
れ
は
ク
マ
が
増
加
し
た
か
ら
で
は
な
い
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
然
界
で
お
き
て
い
る
こ
と
を
正
確
に
と
ら
え
る
の
は
か
ん
た
ん
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ク
マ

の
出
没
が
あ
る
と
、
マ
ス
コ
ミ
の
記
者
た
ち
が
原
因
に
つ
い
て
安
易
な
質
問
を
し
、
そ
れ
を
単
純
化
し
て
結
論
め
い

た
こ
と
を
言
っ
た
り
、
無
用
な
恐き
ょ
う

怖ふ

を
あ
お
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、
こ
う
い
う
態
度
は
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ん
と

い
っ
て
も
事
実
の
確
認
が
た
い
せ
つ
で
あ
り
、
結
論
を
出
す
こ
と
に
は
慎し
ん

重ち
ょ
う

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
問
題

を
狭せ
ま

い
範は
ん

囲い

で
と
ら
え
な
い
で
、
広
い
視
野
に
立
っ
て
長
い
時
間
で
も
の
ご
と
を
と
ら
え
る
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
す
。

　
そ
の
意
味
で
、
ク
マ
と
人
間
の
問
題
に
つ
い
て
お
さ
ら
い
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
日
本
に
は
北
海
道
に
ヒ
グ
マ
、

本
州
以
南
に
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
が
い
ま
す
。
ク
マ
が
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
人
間
と
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
お
こ
す
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
で
は
、
人
を
襲お
そ

っ
て
ケ
ガ
を
さ
せ
る
事
故
が
最
大
の
問
題
で
す
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
ス
イ
カ
、
イ

モ
、
カ
キ
、
ク
リ
な
ど
を
食
べ
る
農
業
被ひ

害が
い

も
あ
り
ま
す
。
ハ
チ
ミ
ツ
を
と
る
た
め
に
山
に
お
い
た
巣
箱
を
襲
う
と

か
、
池
の
魚
を
食
べ
る
な
ど
も
悩な
や

み
の
た
ね
で
す
し
、
林
業
で
は
樹
皮
を
は
ぐ
害
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
、
ヒ
グ
マ
は
体
重
が
二
五
〇
キ
ロ
に
も
な
る
大
き
な
個
体
が
い
て
、
と
き
に
人
が
殺
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
　
　
　
　
、
そ
の
恐
怖
は
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
比
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
、
ビ
ー
ト
や
メ
ロ
ン
な
ど
の
被

害
も
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
牧
場
の
家か

畜ち
く

が
襲
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

①

②
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（
中
二
）

　
世
界
に
目
を
や
れ
ば
、
ク
マ
は
世
界
に
七
種
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
生
息
地
が
破は

壊か
い

さ
れ
た
り
、
狩し
ゅ

猟り
ょ
う

の
い
き
す

ぎ
な
ど
に
よ
っ
て
減
少
し
て
お
り
、
保
護
が
必
要
な
動
物
の
代
表
的
な
グ
ル
ー
プ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
世
界

的
に
減
少
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ク
マ
が
人
に
け
が
を
さ
せ
た
り
、
殺
し
た
り
す
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
す
る
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
全
体
の
流
れ
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
く
こ
と

は
た
い
せ
つ
な
こ
と
で
す
。
　

　
時
間
的
に
も
大
き
い
視
点
が
必
要
で
す
。
長
い
目
で
み
れ
ば
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
増
え
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
減
っ
て

い
ま
す
。
九
州
で
は
す
で
に
事
実
上
絶ぜ
つ

滅め
つ

し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
し
、
四
国
で
は
生
息
が
確
認
さ
れ
て
は
い
ま
す

が
、
そ
の
数
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
ま
さ
に
「
風
前
の
灯と
も
し

火び

」
の
よ
う
な
状
況
で
す
。
中
国
地
方
で
は
、
山
に
ツ
キ

ノ
ワ
グ
マ
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
に
ハ
ン
タ
ー
み
ず
か
ら
狩
猟
禁
止
に
し
た
ほ
ど
で
す
。
北
陸
や
東
北
の
山
に
は
ま
だ

相
当
数
の
ク
マ
が
い
て
捕ほ

獲か
く

も
つ
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
雪
が
積
も
っ
て
人
が
入
れ
な
い
深
い
山
が
あ
っ
て

の
こ
と
で
、
捕
獲
の
し
か
た
に
よ
っ
て
は
こ
こ
で
も
ク
マ
が
少
な
く
な
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
ま
す
。

　
ク
マ
に
よ
る
事
故
の
多
く
は
、
人
が
山
菜
や
キ
ノ
コ
を
と
り
に
山
に
入
っ
て
襲
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
し
か

し
、
ほ
ん
の
三
〇
年
ほ
ど
前
、
人
は
そ
れ
ほ
ど
山
に
入
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
昔
か
ら
山
菜
を
利
用
し
て
き
た
山
に
住
む

人
た
ち
が
と
る
山
菜
の
量
は
、
た
か
が
し
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ
う
い
う
人
た
ち
は
長
年
利
用
し
な
い
と
い
け
な
い
の

で
、
山
菜
を
と
る
と
き
は
一
部
を
と
っ
て
地
下
部
を
残
す
よ
う
に
し
ま
し
た
。
タ
ラ
ノ
キ
の
芽
や
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
を
と
る

と
き
も
、
来
年
の
こ
と
を
考
え
て
必
要
な
部
分
だ
け
を
と
っ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
登
山
者
は
い
ま
し
た
が
、
そ
う
い

う
人
た
ち
は
訓
練
を
し
、
長
い
道
の
り
を
歩
い
て
山
に
入
り
ま
し
た
。
登
山
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
行こ
う

為い

だ
っ
た
の

で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
山
の
こ
と
を
よ
く
知
り
、
山
の
歩
き
方
、
利
用
の
し
か
た
の
ル
ー
ル
を
守
る
人
し
か
山
に
入

ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
い
ま
は
山
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
よ
う
な
都
会
の
人
が
、
林
道
を
利
用
し
て
自
動
車
で
か
ん
た
ん
に

山
奥お
く

ま
で
入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
天
候
の
い
い
季
節
に
な
る
と
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
ど
っ
と
山

に
入
り
ま
す
。
そ
し
て
山
菜
を
根
こ
そ
ぎ
掘ほ

り
、
タ
ラ
ノ
キ
や
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
も
枝
や
幹
を
切
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
お
び
た
だ
し
い
数
の
人
が
山
の
奥
深
い
と
こ
ろ
ま
で
　
　
　
　
の
よ
う
に
入
り
こ
め
ば
、
ク
マ
と
の
出
合
い
が
多

く
な
る
の
は
と
う
ぜ
ん
で
す
。
ク
マ
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
は
ひ
と
の
土
地
に
無
断
で
入
り
こ
ん
で
き
て
勝
手
な

ふ
る
ま
い
を
し
て
い
る
と
見
え
る
は
ず
で
す
。
そ
の
結
果
、
運
悪
く
出
合
っ
て
お
き
た
で
き
ご
と
を
、
人
間
側
が�

「
　
　
　
　
」
と
呼
び
、
ク
マ
を
「
　
　
　
　
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。
ク
マ
問
題
は
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ

か
ら
発
生
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
も
う
一
度
じ
っ
く
り
と
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
高た
か

槻つ
き

成せ
い

紀き

『
野
生
動
物
と
共
存
で
き
る
か
』
に
よ
る
）
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（
中
二
）

　
世
界
に
目
を
や
れ
ば
、
ク
マ
は
世
界
に
七
種
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
生
息
地
が
破は

壊か
い

さ
れ
た
り
、
狩し
ゅ

猟り
ょ
う

の
い
き
す

ぎ
な
ど
に
よ
っ
て
減
少
し
て
お
り
、
保
護
が
必
要
な
動
物
の
代
表
的
な
グ
ル
ー
プ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
世
界

的
に
減
少
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ク
マ
が
人
に
け
が
を
さ
せ
た
り
、
殺
し
た
り
す
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
す
る
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
全
体
の
流
れ
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
く
こ
と

は
た
い
せ
つ
な
こ
と
で
す
。
　

　
時
間
的
に
も
大
き
い
視
点
が
必
要
で
す
。
長
い
目
で
み
れ
ば
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
増
え
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
減
っ
て

い
ま
す
。
九
州
で
は
す
で
に
事
実
上
絶ぜ
つ

滅め
つ

し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
し
、
四
国
で
は
生
息
が
確
認
さ
れ
て
は
い
ま
す

が
、
そ
の
数
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
ま
さ
に
「
風
前
の
灯と
も
し

火び

」
の
よ
う
な
状
況
で
す
。
中
国
地
方
で
は
、
山
に
ツ
キ

ノ
ワ
グ
マ
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
に
ハ
ン
タ
ー
み
ず
か
ら
狩
猟
禁
止
に
し
た
ほ
ど
で
す
。
北
陸
や
東
北
の
山
に
は
ま
だ

相
当
数
の
ク
マ
が
い
て
捕ほ

獲か
く

も
つ
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
雪
が
積
も
っ
て
人
が
入
れ
な
い
深
い
山
が
あ
っ
て

の
こ
と
で
、
捕
獲
の
し
か
た
に
よ
っ
て
は
こ
こ
で
も
ク
マ
が
少
な
く
な
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
ま
す
。

　
ク
マ
に
よ
る
事
故
の
多
く
は
、
人
が
山
菜
や
キ
ノ
コ
を
と
り
に
山
に
入
っ
て
襲
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
し
か

し
、
ほ
ん
の
三
〇
年
ほ
ど
前
、
人
は
そ
れ
ほ
ど
山
に
入
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
昔
か
ら
山
菜
を
利
用
し
て
き
た
山
に
住
む

人
た
ち
が
と
る
山
菜
の
量
は
、
た
か
が
し
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ
う
い
う
人
た
ち
は
長
年
利
用
し
な
い
と
い
け
な
い
の

で
、
山
菜
を
と
る
と
き
は
一
部
を
と
っ
て
地
下
部
を
残
す
よ
う
に
し
ま
し
た
。
タ
ラ
ノ
キ
の
芽
や
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
を
と
る

と
き
も
、
来
年
の
こ
と
を
考
え
て
必
要
な
部
分
だ
け
を
と
っ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
登
山
者
は
い
ま
し
た
が
、
そ
う
い

う
人
た
ち
は
訓
練
を
し
、
長
い
道
の
り
を
歩
い
て
山
に
入
り
ま
し
た
。
登
山
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
行こ
う

為い

だ
っ
た
の

で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
山
の
こ
と
を
よ
く
知
り
、
山
の
歩
き
方
、
利
用
の
し
か
た
の
ル
ー
ル
を
守
る
人
し
か
山
に
入

ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
い
ま
は
山
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
よ
う
な
都
会
の
人
が
、
林
道
を
利
用
し
て
自
動
車
で
か
ん
た
ん
に

山
奥お
く

ま
で
入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
天
候
の
い
い
季
節
に
な
る
と
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
ど
っ
と
山

に
入
り
ま
す
。
そ
し
て
山
菜
を
根
こ
そ
ぎ
掘ほ

り
、
タ
ラ
ノ
キ
や
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
も
枝
や
幹
を
切
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
お
び
た
だ
し
い
数
の
人
が
山
の
奥
深
い
と
こ
ろ
ま
で
　
　
　
　
の
よ
う
に
入
り
こ
め
ば
、
ク
マ
と
の
出
合
い
が
多

く
な
る
の
は
と
う
ぜ
ん
で
す
。
ク
マ
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
は
ひ
と
の
土
地
に
無
断
で
入
り
こ
ん
で
き
て
勝
手
な

ふ
る
ま
い
を
し
て
い
る
と
見
え
る
は
ず
で
す
。
そ
の
結
果
、
運
悪
く
出
合
っ
て
お
き
た
で
き
ご
と
を
、
人
間
側
が�

「
　
　
　
　
」
と
呼
び
、
ク
マ
を
「
　
　
　
　
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。
ク
マ
問
題
は
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ

か
ら
発
生
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
も
う
一
度
じ
っ
く
り
と
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
高た
か

槻つ
き

成せ
い

紀き

『
野
生
動
物
と
共
存
で
き
る
か
』
に
よ
る
）

③

ｃ

④

X

Y

Z

（
中
三
）

〔
問
一
〕�

　
　　
　
　線
部
ｘ
「
原
因
」、
ｙ
「
単
純
」
の
対
義
語
を
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
二
字
で
答
え
な
さ
い
。

〔
問
二
〕�

　
　　
　
　線
部
ａ
「
あ
お
っ
た
り
」、
ｂ
「
比
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」、
ｃ
「
風
前
の
灯
火
」
の
意
味
と
し
て�

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

　
　
　
ａ
「
あ
お
っ
た
り
」

　
　
　
　
ア
　
長
期
間
に
わ
た
っ
て
体
験
さ
せ
た
り

　
　
　
　
イ
　
強
く
感
じ
る
よ
う
に
働
き
か
け
た
り

　
　
　
　
ウ
　
が
ま
ん
し
て
耐た

え
さ
せ
よ
う
と
し
た
り

　
　
　
　
エ
　
わ
ざ
と
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
り

　
　
　
ｂ
「
比
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

　
　
　
　
ア
　（
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
）
比
べ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん

　
　
　
　
イ
　（
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
）
比
べ
て
み
て
も
差
は
あ
り
ま
せ
ん

　
　
　
　
ウ
　（
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
）
比
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
大
き
い
の
で
す

　
　
　
　
エ
　（
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
）
比
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
小
さ
い
の
で
す

　
　
　
ｃ
「
風
前
の
灯
火
」

　
　
　
　
ア
　
難
し
く
苦
し
い
状
況
に
耐
え
て
い
る
さ
ま

　
　
　
　
イ
　
周
囲
に
美
し
い
輝か
が
や

き
を
放
っ
て
い
る
さ
ま

　
　
　
　
ウ
　
わ
ず
か
に
残
っ
て
大
切
に
さ
れ
て
い
る
さ
ま

　
　
　
　
エ
　
危
険
が
せ
ま
っ
て
ほ
ろ
ぶ
寸
前
で
あ
る
さ
ま

（
3

）



（
中
四
）

〔
問
三
〕�

　
　
　
　
　
～
　
　
　
　
に
入
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
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
Ａ
　
ま
た
　
　
　
　
　
Ｂ
　
し
か
し
　
　
　
　
Ｃ
　
で
す
か
ら

　
　
　
　
イ
　
Ａ
　
し
か
し
　
　
　
　
Ｂ
　
で
す
か
ら
　
　
　
Ｃ
　
つ
ま
り

　
　
　
　
ウ
　
Ａ
　
た
し
か
に
　
　
　
Ｂ
　
い
っ
ぽ
う
　
　
　
Ｃ
　
し
か
し

　
　
　
　
エ
　
Ａ
　
い
っ
ぽ
う
　
　
　
Ｂ
　
で
す
か
ら
　
　
　
Ｃ
　
ま
た

〔
問
四
〕�

　
　　
　
　線
部
①
「
ク
マ
と
人
と
の
出
合
い
が
多
く
な
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
が
考
え
る
そ
の
理
由

を
次
の
よ
う
に
示
し
た
と
き
、（
　
１
　
）
～
（
　
４
　
）
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
文
中
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
十
字
以
内
で
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

最
近
、（
　
　
　
１
　
　
　
）
な
っ
た
。

　
　
　
　
↓

農
山
村
は
、
野
生
動
物
に
と
っ
て
、（
　
　
　
２
　
　
　
）
で
は
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
　
↓

食
物
と
し
て
の
（
　
　
　
３
　
　
　
）。

　
　
　
　
↓

（
　
　
　
４
　
　
　
）
が
人
里
に
接
近
し
た
。

　
　
　
　
↓

だ
か
ら
、
ク
マ
と
人
と
の
出
合
い
が
多
く
な
っ
た
。

〔
問
五
〕�

　
　　
　
　線
部
②
「
自
然
界
で
お
き
て
い
る
こ
と
を
正
確
に
と
ら
え
る
の
は
か
ん
た
ん
な
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
正
確
に
と
ら
え
る
」
た
め
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
筆
者
が
述
べ
て
い
る
も
の

を
、
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
五
字
以
内
と
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
二
点
答
え
な
さ
い
。

〔
問
六
〕�

　
　　
　
　線
部
③
「
そ
の
よ
う
な
状
況
」
と
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
す
か
。
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
、
三
十

字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

Ａ

C

（
4

）



（
中
四
）

〔
問
三
〕�

　
　
　
　
　
～
　
　
　
　
に
入
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
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
Ａ
　
ま
た
　
　
　
　
　
Ｂ
　
し
か
し
　
　
　
　
Ｃ
　
で
す
か
ら

　
　
　
　
イ
　
Ａ
　
し
か
し
　
　
　
　
Ｂ
　
で
す
か
ら
　
　
　
Ｃ
　
つ
ま
り

　
　
　
　
ウ
　
Ａ
　
た
し
か
に
　
　
　
Ｂ
　
い
っ
ぽ
う
　
　
　
Ｃ
　
し
か
し

　
　
　
　
エ
　
Ａ
　
い
っ
ぽ
う
　
　
　
Ｂ
　
で
す
か
ら
　
　
　
Ｃ
　
ま
た

〔
問
四
〕�

　
　　
　
　線
部
①
「
ク
マ
と
人
と
の
出
合
い
が
多
く
な
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
が
考
え
る
そ
の
理
由

を
次
の
よ
う
に
示
し
た
と
き
、（
　
１
　
）
～
（
　
４
　
）
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
文
中
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
十
字
以
内
で
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

最
近
、（
　
　
　
１
　
　
　
）
な
っ
た
。

　
　
　
　
↓

農
山
村
は
、
野
生
動
物
に
と
っ
て
、（
　
　
　
２
　
　
　
）
で
は
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
　
↓

食
物
と
し
て
の
（
　
　
　
３
　
　
　
）。

　
　
　
　
↓

（
　
　
　
４
　
　
　
）
が
人
里
に
接
近
し
た
。

　
　
　
　
↓

だ
か
ら
、
ク
マ
と
人
と
の
出
合
い
が
多
く
な
っ
た
。

〔
問
五
〕�

　
　　
　
　線
部
②
「
自
然
界
で
お
き
て
い
る
こ
と
を
正
確
に
と
ら
え
る
の
は
か
ん
た
ん
な
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
正
確
に
と
ら
え
る
」
た
め
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
筆
者
が
述
べ
て
い
る
も
の

を
、
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
五
字
以
内
と
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
二
点
答
え
な
さ
い
。

〔
問
六
〕�

　
　　
　
　線
部
③
「
そ
の
よ
う
な
状
況
」
と
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
す
か
。
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
、
三
十

字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

Ａ

C

（
中
五
）

〔
問
七
〕�

　
　　
　
　線
部
④
「
山
の
歩
き
方
、
利
用
の
し
か
た
の
ル
ー
ル
」
と
あ
り
ま
す
が
、（
１
）
山
の
歩
き
方
の

ル
ー
ル
、（
２
）
山
の
利
用
の
し
か
た
の
ル
ー
ル
、
と
し
て
筆
者
が
あ
げ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で

す
か
。
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
三
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

〔
問
八
〕�

　
　
　
　
　
～
　
　
　
　
に
入
る
言
葉
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
な
さ
い
。

　
　
　
Ｘ
　
ア
　
湧わ

き
水
　
　
　
イ
　
洪こ
う

水ず
い

　
　
　
　
ウ
　
流
水
　
　
　
　
エ
　
雨
水

　
　
　
Ｙ
　
ア
　
事
故
　
　
　
　
イ
　
好
機
　
　
　
　
ウ
　
遭そ

う

遇ぐ
う

　
　
　
　
エ
　
成
果

　
　
　
Ｚ
　
ア
　
百
獣じ

ゅ
う

　
　
　
イ
　
野
獣
　
　
　
　
ウ
　
害
獣
　
　
　
　
エ
　
肉
食
獣

〔
問
九
〕
　
本
文
に
述
べ
ら
れ
た
筆
者
の
考
え
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア�

　
ク
マ
は
冬
眠
の
た
め
に
大
量
の
ド
ン
グ
リ
を
必
要
と
す
る
。
ド
ン
グ
リ
が
実
ら
な
い
と
き
に
ク
マ
が
里

の
農
作
物
を
食
べ
に
こ
な
い
よ
う
に
、
地
域
を
限
定
し
て
ド
ン
グ
リ
の
植
林
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
イ�

　
ク
マ
が
最
も
恐
れ
る
の
は
人
間
で
あ
る
。
里
の
住
人
を
増
や
し
て
そ
れ
が
ク
マ
対
策
と
な
る
よ
う
に
、

移
住
者
が
魅み

力り
ょ
く

を
感
じ
、
快
適
に
生
活
で
き
る
よ
う
な
環か
ん

境き
ょ
う

を
整
備
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

　
　
　
　
ウ�

　
北
陸
や
東
北
で
多
く
の
ク
マ
の
出
没
報
道
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
さ
ら
な
る
ク
マ
の
北
上
と
増
加
を
く

い
止
め
る
た
め
具
体
的
に
何
が
で
き
る
か
、
そ
の
手
立
て
を
早
急
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
エ�

　
ク
マ
と
人
間
と
の
出
合
い
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
人
間
の
生
活
様
式
の
変
化
が
主
な
原
因

と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
は
、
人
間
が
山
に
入
る
こ
と
を
き
び
し
く
制
限
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
　
　

　
　
　
　
オ�

　
ク
マ
に
よ
っ
て
人
間
に
様
々
な
被
害
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
立
場
を
変
え
て
、
人
間
が
ク
マ
の
生

活
地
域
に
入
り
こ
み
身
勝
手
な
行
動
を
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
を
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

X

Z

（
5

）



（
中
六
）

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
〔
問
一
〕
～
〔
問
九
〕
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
問
題
は
、
す
べ

て
句
読
点
や
括か
っ

弧こ

な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。

　
夜
八
時
を
回
っ
て
、
よ
う
や
く
由
紀
の
熱
が
下
が
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
七
時
過
ぎ
に
は
羽
田
空
港
に
着
い
て
い
る
は
ず
の
パ
パ
の
飛
行
機
が
、
一
時
間
近
く
遅お
く

れ
て
し
ま
っ

た
。
空
港
か
ら
わ
が
家
ま
で
は
一
時
間

―
パ
パ
だ
っ
て
、
ほ
ん
と
う
は
空
港
か
ら
会
社
に
直
行
し
て
、
出
張
の
報
告

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

　
な
ん
で
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
さ
ん
を
頼た
の

ま
な
か
っ
た
の
？
　
い
ま
ど
き
、
ペ
ッ
ト
の
散
歩
や
留
守
番
に
も
シ
ッ
タ
ー
さ

ん
が
来
て
く
れ
る
ん
だ
よ
。

　
由
紀
の
言
い
た
い
こ
と
は
わ
か
る
。
現
実
的
な
選せ
ん

択た
く

と
し
て
、
そ
れ
が
ベ
ス
ト
だ
と
、
パ
パ
も
思
う
。

　
だ
が
、
と
に
か
く
マ
マ
は
ひ
と
に
頼た
よ

り
た
く
な
か
っ
た
の
だ
。
パ
パ
と
二
人
で
、
と
い
う
よ
り
自
分
一
人
で
も
、
育

児
と
仕
事
を
完か
ん

璧ぺ
き

に
両
立
さ
せ
た
か
っ
た
の
だ
。
自
分
な
ら
そ
れ
が
で
き
る
と
信
じ
て

―
す
が
っ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
結
局
、
パ
パ
が
帰
宅
し
た
の
は
九
時
半
だ
っ
た
。

　
マ
マ
は
「
も
う
、
な
ん
で
こ
ん
な
と
き
に
飛
行
機
が
遅
れ
ち
ゃ
う
の
よ
、
信
じ
ら
れ
な
い
、
も
う
」
と
文
句
を
言
い

な
が
ら
服
を
手
早
く
着き

換が

え
、
も
っ
と
せ
わ
し
な
く
由
紀
の
様
子
を
伝
え
て
、
パ
パ
と
入
れ
替か

わ
り
に
出
か
け
よ
う
と

し
た
。

　
由
紀

―
こ
こ
か
ら
は
、
お
ま
え
に
訊き

き
た
い
。

　
パ
パ
は
玄げ
ん

関か
ん

に
立
ち
は
だ
か
っ
て
止
め
た
の
だ
。
マ
マ
に
「
行
く
な
」
と
言
っ
た
の
だ
。
大
事
な
仕
事
を
会
社
に
残

し
て
い
る
の
は
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、「
今
夜
は
由
紀
と
一
緒
に
い
て
や
っ
て
く
れ
」
と
言
っ
た
の
だ
。

　
マ
マ
は
「
あ
な
た
が
い
る
か
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
」
と
言
っ
た
。「
お
願
い
、
そ
こ
、
ど
い
て
」

　
だ
が
、
パ
パ
は
譲ゆ
ず

ら
な
か
っ
た
。

「
勝
手
な
こ
と
言
わ
な
い
で
よ
、
自
分
は
出
張
に
行
っ
て
帰
っ
て
き
て
、
わ
た
し
が
仕
事
に
行
く
の
は
だ
め
だ
な
ん

て
、
そ
ん
な
勝
手
な
理り

屈く
つ

っ
て
あ
る
？
」

　
理
屈
で
は
な
い
。

「
由
紀
は
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
、
さ
っ
き
座
薬
も
入
れ
た
し
、
肌は
だ

着ぎ

も
着き

替が

え
さ
せ
た
か
ら
」

　
パ
パ
は
玄
関
か
ら
動
か
な
い
。

「
ね
え
、
お
願
い
。
終
電
で
帰
っ
て
く
る
、
約
束
す
る
か
ら
。
一
時
過
ぎ
に
は
帰
れ
る
。
あ
と
四
時
間
足
ら
ず
で

し
ょ
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
、
お
願
い
」

「
終
電
で
帰
っ
て
く
る
ん
な
ら
、
行
く
意
味
な
い
だ
ろ
。
会
社
に
い
ら
れ
る
の
っ
て
、
一
時
間
ち
ょ
っ
と
ぐ
ら
い
し
か

な
い
ん
だ
か
ら
」

「
一
時
間
で
も
い
い
の
、
三
十
分
で
も
い
い
か
ら
…
…
」

「
落
ち
着
け
よ
」

①

ａ

②

二

（
6

）



（
中
六
）

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
〔
問
一
〕
～
〔
問
九
〕
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
問
題
は
、
す
べ

て
句
読
点
や
括か
っ

弧こ

な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。

　
夜
八
時
を
回
っ
て
、
よ
う
や
く
由
紀
の
熱
が
下
が
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
七
時
過
ぎ
に
は
羽
田
空
港
に
着
い
て
い
る
は
ず
の
パ
パ
の
飛
行
機
が
、
一
時
間
近
く
遅お
く

れ
て
し
ま
っ

た
。
空
港
か
ら
わ
が
家
ま
で
は
一
時
間

―
パ
パ
だ
っ
て
、
ほ
ん
と
う
は
空
港
か
ら
会
社
に
直
行
し
て
、
出
張
の
報
告

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

　
な
ん
で
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
さ
ん
を
頼た
の

ま
な
か
っ
た
の
？
　
い
ま
ど
き
、
ペ
ッ
ト
の
散
歩
や
留
守
番
に
も
シ
ッ
タ
ー
さ

ん
が
来
て
く
れ
る
ん
だ
よ
。

　
由
紀
の
言
い
た
い
こ
と
は
わ
か
る
。
現
実
的
な
選せ
ん

択た
く

と
し
て
、
そ
れ
が
ベ
ス
ト
だ
と
、
パ
パ
も
思
う
。

　
だ
が
、
と
に
か
く
マ
マ
は
ひ
と
に
頼た
よ

り
た
く
な
か
っ
た
の
だ
。
パ
パ
と
二
人
で
、
と
い
う
よ
り
自
分
一
人
で
も
、
育

児
と
仕
事
を
完か
ん

璧ぺ
き

に
両
立
さ
せ
た
か
っ
た
の
だ
。
自
分
な
ら
そ
れ
が
で
き
る
と
信
じ
て

―
す
が
っ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
結
局
、
パ
パ
が
帰
宅
し
た
の
は
九
時
半
だ
っ
た
。

　
マ
マ
は
「
も
う
、
な
ん
で
こ
ん
な
と
き
に
飛
行
機
が
遅
れ
ち
ゃ
う
の
よ
、
信
じ
ら
れ
な
い
、
も
う
」
と
文
句
を
言
い

な
が
ら
服
を
手
早
く
着き

換が

え
、
も
っ
と
せ
わ
し
な
く
由
紀
の
様
子
を
伝
え
て
、
パ
パ
と
入
れ
替か

わ
り
に
出
か
け
よ
う
と

し
た
。

　
由
紀

―
こ
こ
か
ら
は
、
お
ま
え
に
訊き

き
た
い
。

　
パ
パ
は
玄げ
ん

関か
ん

に
立
ち
は
だ
か
っ
て
止
め
た
の
だ
。
マ
マ
に
「
行
く
な
」
と
言
っ
た
の
だ
。
大
事
な
仕
事
を
会
社
に
残

し
て
い
る
の
は
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、「
今
夜
は
由
紀
と
一
緒
に
い
て
や
っ
て
く
れ
」
と
言
っ
た
の
だ
。

　
マ
マ
は
「
あ
な
た
が
い
る
か
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
」
と
言
っ
た
。「
お
願
い
、
そ
こ
、
ど
い
て
」

　
だ
が
、
パ
パ
は
譲ゆ
ず

ら
な
か
っ
た
。

「
勝
手
な
こ
と
言
わ
な
い
で
よ
、
自
分
は
出
張
に
行
っ
て
帰
っ
て
き
て
、
わ
た
し
が
仕
事
に
行
く
の
は
だ
め
だ
な
ん

て
、
そ
ん
な
勝
手
な
理り

屈く
つ

っ
て
あ
る
？
」

　
理
屈
で
は
な
い
。

「
由
紀
は
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
、
さ
っ
き
座
薬
も
入
れ
た
し
、
肌は
だ

着ぎ

も
着き

替が

え
さ
せ
た
か
ら
」

　
パ
パ
は
玄
関
か
ら
動
か
な
い
。

「
ね
え
、
お
願
い
。
終
電
で
帰
っ
て
く
る
、
約
束
す
る
か
ら
。
一
時
過
ぎ
に
は
帰
れ
る
。
あ
と
四
時
間
足
ら
ず
で

し
ょ
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
、
お
願
い
」

「
終
電
で
帰
っ
て
く
る
ん
な
ら
、
行
く
意
味
な
い
だ
ろ
。
会
社
に
い
ら
れ
る
の
っ
て
、
一
時
間
ち
ょ
っ
と
ぐ
ら
い
し
か

な
い
ん
だ
か
ら
」

「
一
時
間
で
も
い
い
の
、
三
十
分
で
も
い
い
か
ら
…
…
」

「
落
ち
着
け
よ
」

①
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「
み
ん
な
も
今
夜
は
ず
っ
と
残
業
し
て
る
し
、
会
社
に
泊と

ま
り
込こ

む
ひ
と
も
い
る
か
ら
、
　
　
を
出
さ
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
の
よ
」

「
だ
っ
て
、
こ
ん
な
と
き
に
仕
事
を
休
ん
で
誰だ
れ

が
文
句
言
う
ん
だ
よ
」

「
言
わ
な
い
わ
よ
、
誰
も
」

「
だ
っ
た
ら
…
…
」

「
わ
た
し
が
、
嫌い
や

な
の
」

　
腹
立
た
し
さ
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
悲
し
か
っ
た
。
マ
マ
を
そ
こ
ま
で
追
い
つ
め
て
し
ま
っ

た
も
の
は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
マ
マ
は
な
に
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
マ
マ
は
　
　
　
　
が
ん
ば
っ

た
。
パ
パ
だ
っ
て
自
分
な
り
に
精せ
い

一い
っ

杯ぱ
い

が
ん
ば
っ
た
つ
も
り
だ
。
が
ん
ば
る
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
と
、
子
ど
も
の
頃こ
ろ

か

ら
教
え
ら
れ
て
き
た
。
努
力
は
報む
く

わ
れ
る
、
と
教
わ
っ
た
。
だ
が
、
お
と
な
に
な
る
と
わ
か
る
。
努
力
が
報
わ
れ
な
い

こ
と
は
山
ほ
ど
あ
る
。
が
ん
ば
れ
ば
が
ん
ば
る
ほ
ど
事
態
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
て
、
い
く
ら
で
も
あ
る
。

「
お
願
い
、
そ
こ
ど
い
て
ち
ょ
う
だ
い
」

　
マ
マ
の
口
調
は
懇こ
ん

願が
ん

に
変
わ
っ
た
。

　
パ
パ
は
く
ち
び
る
を
噛か

ん
で
、
首
を
横
に
振ふ

る
。

　
由
紀

―
パ
パ
は
間ま

違ち
が

っ
て
い
た
か
？
　
間
違
っ
て
い
た
の
は
マ
マ
の
ほ
う
だ
と
思
う
か
？

　
マ
マ
は
た
め
息
を
つ
い
て
、
ち
ら
り
と
足
元
に
目
を
や
り
、
そ
れ
か
ら
パ
パ
を
あ
ら
た
め
て
見
つ
め
た
。

「
だ
っ
た
ら
、
悪
い
け
ど
、
離り

婚こ
ん

し
て
く
れ
な
い
？
」

　
返
す
言
葉
を
失
っ
た
パ
パ
に
、
つ
づ
け
て
言
っ
た
。

「
由
紀
は
、
あ
な
た
に

―
」

　
そ
の
と
き
だ
っ
た
。

　
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
か
ら
、
起
き
あ
が
り
こ
ぼ
し
の
鈴す
ず

が
鳴
る
音
が
聞
こ
え
た
。
一
度
だ
け
で
は
な
い
。
何
度
も
。

キ
ュ
ー
ピ
ー
の
顔
を
し
た
ピ
ン
ク
色
の
起
き
あ
が
り
こ
ぼ
し
が
、
ぐ
ら
ぐ
ら
と
揺ゆ

れ
て
い
る
。
お
な
か
に
仕
込
ん
だ
鈴

が
、
そ
の
た
び
に
音
を
た
て
る
。
目
を
覚
ま
し
た
由
紀
が
、
枕ま
く
ら

元も
と

の
起
き
あ
が
り
こ
ぼ
し
を

―
ま
る
で
パ
パ
と
マ

マ
を
呼
ぶ
よ
う
に
揺
す
っ
て
い
た
の
だ
。

　
マ
マ
は
一い
っ

瞬し
ゅ
ん

　
　
を
し
か
め
て
、
は
い
は
い
は
ー
い
、
と
寝し
ん

室し
つ

に
戻も
ど

る
。
パ
パ
も
、
さ
っ
き
の
マ
マ
の
言
葉
を
苦

く
噛
み
し
め
な
が
ら
、
や
っ
と
玄
関
か
ら
部
屋
に
上
が
っ
た
。

「
ど
う
し
た
の
？
　
起
き
ち
ゃ
っ
た
？
」

　
声
を
か
け
て
由
紀
の
お
で
こ
に
手
を
あ
て
た
マ
マ
の
背
中
が
、
パ
パ
の
目
に
も
は
っ
き
り
と
わ
か
る
ぐ
ら
い
揺
れ

た
。

「
や
だ
、
ど
う
し
た
の
、
由
紀
ち
ゃ
ん
！
」

　
熱
が
ま
た
出
た
。
夕
方
よ
り
も
さ
ら
に
高
く
な
っ
た
。
四
十
度
近
い
。
寝ね

息い
き

は
ほ
と
ん
ど
あ
え
ぎ
声
に
な
り
、
幼
児

用
の
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
を
吸
い
飲
み
で
一
口
飲
ま
せ
た
ら
、
胃
液
と
一
緒
に
嘔お
う

吐と

し
て
し
ま
っ
た
。

　
も
う
仕
事
に
戻
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
パ
パ
も
マ
マ
も
大
あ
わ
て
で
、
由
紀
を
救
急
病
院
に
連
れ
て
行
く
支し

度た
く

を
始

め
た
。
す
る
と
ま
た
、
マ
マ
の
悲
鳴
が
響ひ
び

く
。
由
紀
は
全
身
を
震ふ
る

わ
せ

―
い
や
、
激
し
く
け
い
れ
ん
し
て
い
た
の

だ
。

ｂ
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熱
性
け
い
れ
ん
と
い
う
言
葉
を
、
由
紀
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
か
？

　
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
風か

邪ぜ

や
突と
っ

発ぱ
つ

性せ
い

発ほ
っ

疹し
ん

で
高
い
熱
が
出
た
と
き
に
起
き
る
け
い
れ
ん
だ
。
一
歳さ
い

前
後
の
乳
幼
児

に
は
よ
く
あ
る
症し
ょ
う

状じ
ょ
う

で
、
命
や
後こ
う

遺い

症し
ょ
う

の
心
配
は
ま
ず
な
い
。

　
パ
パ
も
マ
マ
も
育
児
書
を
読
ん
で
知
っ
て
い
た
。
症
状
の
出
方
も
対
処
方
法
も
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
な
の

に
、
忘
れ
た
。
声
を
裏
返
ら
せ
て
救
急
車
を
呼
び
、
住
所
の
番
地
を
二
度
も
言
い
間
違
え
た
。

　
そ
れ
が
現
実
だ
。

　
計
算
や
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
、
想
像
や
、
期
待
ど
お
り
に
は
な
に
ご
と
も
運
ば
な
い
。

　
雨
の
日
に
保
育
園
に
送
り
迎む
か

え
す
る
と
き
に
は
ベ
ビ
ー
カ
ー
が
使
え
ず
、
片
手
に
傘か
さ

を
差
し
、
片
手
に
由
紀
を
抱だ

い

て
駅
か
ら
歩
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
頭
で
は
理
解
し
て
い
て
も
、
抱
っ
こ
し
た
幼
児
の
、
お
と
な
よ
り
ず
っ
と
高
い

体
温
は
、
実
際
に
雨
の
日
に
歩
い
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
駅
か
ら
ほ
ん
の
数
分
の
道
の
り
な
の
に
、
熱
の
か
た

ま
り
の
よ
う
な
由
紀
を
抱
い
て
い
る
と
、
あ
っ
と
い
う
間
に
汗あ
せ

ば
ん
で
し
ま
う
。
由
紀
の
吐は

き
出
す
息
の
湿し
め

り
気
が�

喉の
ど

元も
と

に
ま
と
わ
り
つ
い
て
蒸む

れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
現
実
な
の
だ
。
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
い
る
お
母
さ
ん
が
電
車
の
中

で
立
っ
て
い
れ
ば
、
パ
パ
な
ら
当
然
の
よ
う
に
席
を
譲
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
ひ
と
も
い
る
。
こ
ん
な
夕
方
の

ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
に
赤
ん
坊ぼ
う

な
ん
か
抱
い
て
乗
っ
て
く
る
な
、
と
言
い
た
げ
に
に
ら
ん
で
く
る
ひ
と
ま
で
い
る
。
そ
れ

が
現
実
な
の
だ
。
そ
し
て
、
パ
パ
も
マ
マ
も
、
も
ち
ろ
ん
由
紀
も
、
家
族
三
人
に
こ
や
か
に
笑
う
生
命
保
険
の
コ
マ
ー

シ
ャ
ル
の
世
界
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
実
の
中
で
生
き
て
い
る
。
現
実
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。
そ

れ
が
ど
う
し
て
も
嫌
だ
と
い
う
の
な
ら

―
そ
の
先
は
、
由
紀
に
も
わ
か
る
よ
な
？

　
現
実
の
中
で
、
夜
は
更ふ

け
て
い
っ
た
。

　
現
実
の
中
で
、
都
心
に
向
か
う
終
電
は
出
て
し
ま
っ
た
。

　
救
急
病
院
か
ら
由
紀
を
連
れ
て
タ
ク
シ
ー
で
帰
宅
し
た
と
き
に
は
、
も
う
日
付
は
と
う
に
変
わ
っ
て
い
た
。

　
由
紀
の
け
い
れ
ん
は
救
急
車
を
待
っ
て
い
る
う
ち
に
お
さ
ま
っ
た
。
救
急
病
院
の
先
生
も
「
熱
性
け
い
れ
ん
で
し
ょ

う
、
心
配
要い

り
ま
せ
ん
よ
」
と
笑
っ
て
言
っ
て
く
れ
た
。
た
だ
し
、「
も
し
も
今
夜
の
う
ち
に
二
度
三
度
と
け
い
れ
ん

が
起
き
る
よ
う
な
ら
重
い
病
気
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
そ
の
場
合
は
す
ぐ
に
ま
た
連
れ
て
き
て
く
だ
さ
い
」
と
も
言
わ

れ
た
。

「
わ
た
し
、
ど
う
せ
朝
ま
で
起
き
て
る
か
ら
、
由
紀
の
こ
と
も
看み

る
よ
」

　
マ
マ
は
言
っ
た
。
会
社
に
戻
る
電
車
が
な
く
な
っ
て
、
逆
に
気
持
ち
を
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
、

さ
ば
さ
ば
し
た
口
調
だ
っ
た
。

「
い
い
よ
、
俺お
れ

が
起
き
て
る
。
明
日
は
休
み
を
と
る
か
ら
」

　
ど
っ
ち
に
し
て
も
明
日
は
由
紀
を
保
育
園
へ
は
行
か
せ
ら
れ
な
い
。
パ
パ
と
マ
マ
の
ど
ち
ら
か
が
会
社
を
休
ん
で
、

由
紀
と
一
緒
に
い
る
し
か
な
い
。

「
せ
め
て
早
く
寝
て
、
体
調
を
万ば
ん

全ぜ
ん

に
し
て
か
ら
、
明
日
の
会
議
に
出
ろ
よ
」

―
パ
パ
に
で
き
る
協
力
は
、
そ
れ
く

ら
い
の
も
の
だ
か
ら
。
　

　
マ
マ
も
素
直
に
「
あ
り
が
と
う
」
と
笑
っ
た
。「
で
も
、
家
で
や
れ
る
準
備
も
あ
る
か
ら
」

―
笑
い
な
が
ら
言
わ

れ
た
ら
、
も
う
、
そ
れ
を
や
め
さ
せ
る
権
利
は
パ
パ
に
は
な
い
。

　
交こ
う

互ご

に
仮か

眠み
ん

を
と
る
こ
と
に
し
た
。
最
初
は
パ
パ
が
三
時
間
ほ
ど
眠ね
む

っ
て
、
明
け
方
に
マ
マ
と
交
代
す
る
約
束
だ
っ

④
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熱
性
け
い
れ
ん
と
い
う
言
葉
を
、
由
紀
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
か
？

　
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
風か

邪ぜ

や
突と
っ

発ぱ
つ

性せ
い

発ほ
っ

疹し
ん

で
高
い
熱
が
出
た
と
き
に
起
き
る
け
い
れ
ん
だ
。
一
歳さ
い

前
後
の
乳
幼
児

に
は
よ
く
あ
る
症し
ょ
う

状じ
ょ
う

で
、
命
や
後こ
う

遺い

症し
ょ
う

の
心
配
は
ま
ず
な
い
。

　
パ
パ
も
マ
マ
も
育
児
書
を
読
ん
で
知
っ
て
い
た
。
症
状
の
出
方
も
対
処
方
法
も
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
な
の

に
、
忘
れ
た
。
声
を
裏
返
ら
せ
て
救
急
車
を
呼
び
、
住
所
の
番
地
を
二
度
も
言
い
間
違
え
た
。

　
そ
れ
が
現
実
だ
。

　
計
算
や
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
、
想
像
や
、
期
待
ど
お
り
に
は
な
に
ご
と
も
運
ば
な
い
。

　
雨
の
日
に
保
育
園
に
送
り
迎む
か

え
す
る
と
き
に
は
ベ
ビ
ー
カ
ー
が
使
え
ず
、
片
手
に
傘か
さ

を
差
し
、
片
手
に
由
紀
を
抱だ

い

て
駅
か
ら
歩
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
頭
で
は
理
解
し
て
い
て
も
、
抱
っ
こ
し
た
幼
児
の
、
お
と
な
よ
り
ず
っ
と
高
い

体
温
は
、
実
際
に
雨
の
日
に
歩
い
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
駅
か
ら
ほ
ん
の
数
分
の
道
の
り
な
の
に
、
熱
の
か
た

ま
り
の
よ
う
な
由
紀
を
抱
い
て
い
る
と
、
あ
っ
と
い
う
間
に
汗あ
せ

ば
ん
で
し
ま
う
。
由
紀
の
吐は

き
出
す
息
の
湿し
め

り
気
が�

喉の
ど

元も
と

に
ま
と
わ
り
つ
い
て
蒸む

れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
現
実
な
の
だ
。
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
い
る
お
母
さ
ん
が
電
車
の
中

で
立
っ
て
い
れ
ば
、
パ
パ
な
ら
当
然
の
よ
う
に
席
を
譲
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
ひ
と
も
い
る
。
こ
ん
な
夕
方
の

ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
に
赤
ん
坊ぼ
う

な
ん
か
抱
い
て
乗
っ
て
く
る
な
、
と
言
い
た
げ
に
に
ら
ん
で
く
る
ひ
と
ま
で
い
る
。
そ
れ

が
現
実
な
の
だ
。
そ
し
て
、
パ
パ
も
マ
マ
も
、
も
ち
ろ
ん
由
紀
も
、
家
族
三
人
に
こ
や
か
に
笑
う
生
命
保
険
の
コ
マ
ー

シ
ャ
ル
の
世
界
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
実
の
中
で
生
き
て
い
る
。
現
実
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
。
そ

れ
が
ど
う
し
て
も
嫌
だ
と
い
う
の
な
ら

―
そ
の
先
は
、
由
紀
に
も
わ
か
る
よ
な
？

　
現
実
の
中
で
、
夜
は
更ふ

け
て
い
っ
た
。

　
現
実
の
中
で
、
都
心
に
向
か
う
終
電
は
出
て
し
ま
っ
た
。

　
救
急
病
院
か
ら
由
紀
を
連
れ
て
タ
ク
シ
ー
で
帰
宅
し
た
と
き
に
は
、
も
う
日
付
は
と
う
に
変
わ
っ
て
い
た
。

　
由
紀
の
け
い
れ
ん
は
救
急
車
を
待
っ
て
い
る
う
ち
に
お
さ
ま
っ
た
。
救
急
病
院
の
先
生
も
「
熱
性
け
い
れ
ん
で
し
ょ

う
、
心
配
要い

り
ま
せ
ん
よ
」
と
笑
っ
て
言
っ
て
く
れ
た
。
た
だ
し
、「
も
し
も
今
夜
の
う
ち
に
二
度
三
度
と
け
い
れ
ん

が
起
き
る
よ
う
な
ら
重
い
病
気
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
そ
の
場
合
は
す
ぐ
に
ま
た
連
れ
て
き
て
く
だ
さ
い
」
と
も
言
わ

れ
た
。

「
わ
た
し
、
ど
う
せ
朝
ま
で
起
き
て
る
か
ら
、
由
紀
の
こ
と
も
看み

る
よ
」

　
マ
マ
は
言
っ
た
。
会
社
に
戻
る
電
車
が
な
く
な
っ
て
、
逆
に
気
持
ち
を
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
、

さ
ば
さ
ば
し
た
口
調
だ
っ
た
。

「
い
い
よ
、
俺お
れ

が
起
き
て
る
。
明
日
は
休
み
を
と
る
か
ら
」

　
ど
っ
ち
に
し
て
も
明
日
は
由
紀
を
保
育
園
へ
は
行
か
せ
ら
れ
な
い
。
パ
パ
と
マ
マ
の
ど
ち
ら
か
が
会
社
を
休
ん
で
、

由
紀
と
一
緒
に
い
る
し
か
な
い
。

「
せ
め
て
早
く
寝
て
、
体
調
を
万ば
ん

全ぜ
ん

に
し
て
か
ら
、
明
日
の
会
議
に
出
ろ
よ
」

―
パ
パ
に
で
き
る
協
力
は
、
そ
れ
く

ら
い
の
も
の
だ
か
ら
。
　

　
マ
マ
も
素
直
に
「
あ
り
が
と
う
」
と
笑
っ
た
。「
で
も
、
家
で
や
れ
る
準
備
も
あ
る
か
ら
」

―
笑
い
な
が
ら
言
わ

れ
た
ら
、
も
う
、
そ
れ
を
や
め
さ
せ
る
権
利
は
パ
パ
に
は
な
い
。

　
交こ
う

互ご

に
仮か

眠み
ん

を
と
る
こ
と
に
し
た
。
最
初
は
パ
パ
が
三
時
間
ほ
ど
眠ね
む

っ
て
、
明
け
方
に
マ
マ
と
交
代
す
る
約
束
だ
っ

④
ｃ

（
中
九
）

た
。

「
じ
ゃ
あ
、
四
時
に
起
こ
す
か
ら
ね
」

「
も
っ
と
早
く
て
も
い
い
ぞ
」

「
う
ん
、
で
も
、
そ
れ
く
ら
い
ま
で
か
か
っ
ち
ゃ
う
と
思
う
か
ら
」

　
マ
マ
は
寝
室
の
小
さ
な
机
で
仕
事
を
し
な
が
ら
、
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
の
由
紀
に
付
き
添そ

っ
た
。
パ
パ
は
、
将
来
は
由
紀

の
子
ど
も
部
屋
に
す
る
つ
も
り
の
洋
室
に
布ふ

団と
ん

を
敷し

い
た
。
約
束
は
四
時
で
も
、
な
る
べ
く
早
く
起
き
て
マ
マ
の
仕
事

の
進
み
具
合
し
だ
い
で
は
、
少
し
で
も
早
く
寝
さ
せ
て
や
り
た
か
っ
た
。

（
重し
げ

松ま
つ

清き
よ
し

『
ツ
バ
メ
記
念
日
』
に
よ
る
）

（
9

）



〔
問
一
〕�

　
　　
　
　線
部
ａ
「
せ
わ
し
な
く
」
ｂ
「
懇
願
」
ｃ
「
さ
ば
さ
ば
し
た
」
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
な
さ
い
。

　
　
　
ａ
「
せ
わ
し
な
く
」

　
　
　
　
ア
　
あ
せ
り
な
が
ら
も
て
い
ね
い
に

　
　
　
　
イ
　
順
序
よ
く
何
度
も
く
り
返
し
て

　
　
　
　
ウ
　
い
そ
が
し
そ
う
に
落
ち
着
き
な
く

　
　
　
　
エ
　
乱
暴
な
言
葉
づ
か
い
で
大
げ
さ
に

　
　
　
ｂ
「
懇
願
」

　
　
　
　
ア
　
心
を
こ
め
て
頼
む
こ
と

　
　
　
　
イ
　
冷
静
に
要
求
す
る
こ
と

　
　
　
　
ウ
　
強ご
う

引い
ん

に
押
し
つ
け
る
こ
と

　
　
　
　
エ
　
神
仏
に
お
祈い
の

り
す
る
こ
と

　
　
　
ｃ
「
さ
ば
さ
ば
し
た
」

　
　
　
　
ア
　
自
信
に
満
ち
て
重
々
し
い

　
　
　
　
イ
　
力
を
落
と
し
て
弱
々
し
い

　
　
　
　
ウ
　
ふ
て
く
さ
れ
て
不
満
げ
な

　
　
　
　
エ
　
心
が
晴
れ
て
さ
わ
や
か
な

〔
問
二
〕
　
二
か
所
の
　
　
に
共
通
し
て
入
る
、
身
体
の
一
部
を
表
す
言
葉
を
、
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

〔
問
三
〕
　
　
　
　
　
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
一
所
懸け
ん

命め
い

　
　
　
イ
　
一
喜
一い
ち

憂ゆ
う

　
　
　
ウ
　
一
日
千
秋
　
　
　
エ
　
一
部
始
終

（
中
十
）

（
10）



〔
問
一
〕�

　
　　
　
　線
部
ａ
「
せ
わ
し
な
く
」
ｂ
「
懇
願
」
ｃ
「
さ
ば
さ
ば
し
た
」
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
な
さ
い
。

　
　
　
ａ
「
せ
わ
し
な
く
」

　
　
　
　
ア
　
あ
せ
り
な
が
ら
も
て
い
ね
い
に

　
　
　
　
イ
　
順
序
よ
く
何
度
も
く
り
返
し
て

　
　
　
　
ウ
　
い
そ
が
し
そ
う
に
落
ち
着
き
な
く

　
　
　
　
エ
　
乱
暴
な
言
葉
づ
か
い
で
大
げ
さ
に

　
　
　
ｂ
「
懇
願
」

　
　
　
　
ア
　
心
を
こ
め
て
頼
む
こ
と

　
　
　
　
イ
　
冷
静
に
要
求
す
る
こ
と

　
　
　
　
ウ
　
強ご
う

引い
ん

に
押
し
つ
け
る
こ
と

　
　
　
　
エ
　
神
仏
に
お
祈い
の

り
す
る
こ
と

　
　
　
ｃ
「
さ
ば
さ
ば
し
た
」

　
　
　
　
ア
　
自
信
に
満
ち
て
重
々
し
い

　
　
　
　
イ
　
力
を
落
と
し
て
弱
々
し
い

　
　
　
　
ウ
　
ふ
て
く
さ
れ
て
不
満
げ
な

　
　
　
　
エ
　
心
が
晴
れ
て
さ
わ
や
か
な

〔
問
二
〕
　
二
か
所
の
　
　
に
共
通
し
て
入
る
、
身
体
の
一
部
を
表
す
言
葉
を
、
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

〔
問
三
〕
　
　
　
　
　
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
一
所
懸け
ん

命め
い

　
　
　
イ
　
一
喜
一い
ち

憂ゆ
う

　
　
　
ウ
　
一
日
千
秋
　
　
　
エ
　
一
部
始
終

（
中
十
）

〔
問
四
〕�

　
　　
　
　線
部
①
「
な
ん
で
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
さ
ん
を
頼
ま
な
か
っ
た
の
？
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
パ
パ
」

は
ど
う
し
て
だ
と
考
え
て
い
ま
す
か
。
そ
の
理
由
に
当
た
る
部
分
を
、
解
答
欄ら
ん

に
合
う
よ
う
に
文
中
か
ら

十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
）
か
ら
。

〔
問
五
〕�

　
　　
　
　線
部
②
「
マ
マ
に
『
行
く
な
』
と
言
っ
た
の
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
由
紀
の

看か
ん

病び
ょ
う

を
し
て
ほ
し
い
か
ら
。」
以
外
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
解
答
欄ら
ん

に
合
う
よ
う
に
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
）
か
ら
。

〔
問
六
〕�

　
　　
　
　線
部
③
「
パ
パ
も
マ
マ
も
大
あ
わ
て
で
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
様
子
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
た

一
文
の
、
最
初
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

〔
問
七
〕�

　
　　
　
　線
部
④
「
そ
れ
が
現
実
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
現
実
」
と
対
照
的
な
内
容
を
示
す
表
現
を
、
文

中
か
ら
二
十
五
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

〔
問
八
〕
　
本
文
の
内
容
に
合
う
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア�

　「
パ
パ
」
の
せ
い
で
こ
の
日
仕
事
に
戻
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
、「
マ
マ
」
は
内
心
で
ず
っ
と
不
快
に
感
じ

て
い
た
。

　
　
　
　
イ�

　
由
紀
は
赤
ち
ゃ
ん
の
こ
ろ
か
ら
知
能
が
高
く
、
困
っ
た
と
き
は
人
形
を
揺
す
っ
て
「
マ
マ
」
を
呼
び
寄

せ
た
。

　
　
　
　
ウ�

　「
パ
パ
」
と
「
マ
マ
」
が
こ
れ
ま
で
精
一
杯
が
ん
ば
っ
て
き
た
そ
の
努
力
が
報
わ
れ
、
由
紀
の
熱
が
下

が
っ
た
。

　
　
　
　
エ�

　
由
紀
の
熱
性
け
い
れ
ん
が
お
さ
ま
り
、「
パ
パ
」
と
「
マ
マ
」
の
気
ま
ず
い
雰ふ
ん

囲い

気き

も
い
っ
た
ん
落
ち

着
い
た
。

（
中
十
一
）

（
11）



〔
問
九
〕
　
本
文
の
表
現
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア�
　
父
親
が
、
成
長
し
た
娘
に
語
り
か
け
る
形
式
で
、
赤
ち
ゃ
ん
を
育
て
る
最
中
の
夫
婦
の
様
子
を
描え
が

い
て

い
る
。

　
　
　
　
イ�

　
父
親
と
母
親
の
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
に
立
っ
て
、
思
い
や
り
な
が
ら
も
す
れ
違
う
夫
婦
の
様
子
を
描
い
て

い
る
。

　
　
　
　
ウ�

　
風
景
と
会
話
の
描び
ょ
う

写し
ゃ

を
て
い
ね
い
に
す
る
こ
と
で
、
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
を
読
者
に
想
像
さ
せ
て

い
る
。

　
　
　
　
エ�

　
父
親
と
母
親
の
心
情
を
交
互
に
描
く
こ
と
で
、
夫
婦
が
理
解
し
合
う
難
し
さ
を
、
読
者
に
想
像
さ
せ
て

い
る
。

（
中
十
二
）

（
12）



〔
問
九
〕
　
本
文
の
表
現
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア�

　
父
親
が
、
成
長
し
た
娘
に
語
り
か
け
る
形
式
で
、
赤
ち
ゃ
ん
を
育
て
る
最
中
の
夫
婦
の
様
子
を
描え
が

い
て

い
る
。

　
　
　
　
イ�

　
父
親
と
母
親
の
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
に
立
っ
て
、
思
い
や
り
な
が
ら
も
す
れ
違
う
夫
婦
の
様
子
を
描
い
て

い
る
。

　
　
　
　
ウ�

　
風
景
と
会
話
の
描び
ょ
う

写し
ゃ

を
て
い
ね
い
に
す
る
こ
と
で
、
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
を
読
者
に
想
像
さ
せ
て

い
る
。

　
　
　
　
エ�

　
父
親
と
母
親
の
心
情
を
交
互
に
描
く
こ
と
で
、
夫
婦
が
理
解
し
合
う
難
し
さ
を
、
読
者
に
想
像
さ
せ
て

い
る
。

（
中
十
二
）

　
〔
問
一
〕
～
〔
問
四
〕
に
答
え
な
さ
い
。

〔
問
一
〕�
　
次
の
会
話
の
（
　
１
　
）
～
（
　
３
　
）
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
後
の
ア
～
ク
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
記
号
は
一
度
し
か
使
え
ま
せ
ん
。

　
　
　
［
友
人
を
待
つ
二
人
の
会
話
］

　
　
ハ
ル
さ
ん
　
「
ア
キ
さ
ん
来
な
い
ね
。」

　
　
ナ
ツ
さ
ん
　
「
も
う
す
ぐ
約
束
の
時
間
だ
け
ど
、
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
な
。」

　
　
ハ
ル
さ
ん
　
「
ア
キ
さ
ん
に
限
っ
て
、（
　
１
　
）
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
よ
。」

　
　
ナ
ツ
さ
ん
　
「
そ
う
だ
よ
ね
。
ア
キ
さ
ん
は
、（
　
２
　
）
時
間
に
お
く
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
ね
。」

　
　
ハ
ル
さ
ん
　
「
道
に
迷
っ
て
い
る
の
か
な
…
…
。
も
う
少
し
待
っ
て
み
よ
う
か
。」

　
　
ナ
ツ
さ
ん
　
「（
　
３
　
）
約
束
の
時
間
に
来
な
か
っ
た
ら
、
電
話
し
て
み
よ
う
。」

　
　
　
　
ア
　
な
ぜ
　
　
　
イ
　
ま
さ
か
　
　
　
ウ
　
ひ
た
す
ら
　
　
　
エ
　
ど
う
ぞ
　
　
　
オ
　
や
っ
と

　
　
　
　
カ
　
や
や
　
　
　
キ
　
も
し
　
　
　
　
ク
　
め
っ
た
に

〔
問
二
〕�

　
次
の
Ⅰ
・
Ⅱ
の
　　
　
　線
部
ア
～
エ
の
中
か
ら
、
言
葉
の
使
い
方
が
適、

、

、

、

、

切
で
な
い
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

選
び
、
正
し
く
書
き
直
し
な
さ
い
。

　
　
Ⅰ
［
卒
業
生
か
ら
母
校
の
先
生
へ
の
手
紙
］

　
　�

　
先
生
は
お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
先
生
か
ら
も
ら
っ
た
お
手
紙
は
、
今
で
も
大
切
に
保
管
し
、

時
折
読
み
返
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
度た
び

に
、
あ
の
こ
ろ
は
分
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
先
生
か
ら
は
勉
強
だ
け
で

な
く
も
っ
と
大
切
な
こ
と
を
教
わ
っ
た
の
だ
、
と
実
感
す
る
日
々
を
過
ご
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
Ⅱ
［
書
店
で
の
や
り
と
り
］

　
　
客
　
　
　
　
「『
海
の
宝
物
』
と
い
う
本
を
探
し
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
ち
ら
に
あ
り
ま
す
か
。」

　
　
店
員
　
　
　
「
お
調
べ
し
ま
す
。
作
者
の
名
前
は
ご
存
じ
で
す
か
。」

　
　
客
　
　
　
　
「
そ
れ
が
分
か
ら
な
く
て
。
本
の
題
名
は
調
べ
れ
た
の
で
す
が
。」　

　
　
店
員
　
　
　
「�

検け
ん

索さ
く

し
て
み
る
と
『
海
の
宝
物
』
と
い
う
題
名
の
本
は
、
小
説
で
単
行
本
と
文
庫
本
、
写
真
集
、

こ
の
三
種
類
ご
ざ
い
ま
す
。」

ア

イ

ウ

エ

アイ

ウ

エ

（
中
十
三
）

三

（
13）



〔
問
三
〕�

　
次
の
①
～
⑤
に
つ
な
が
る
言
葉
を
後
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
、
そ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
Ａ
～

Ｅ
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
選
び
な
さ
い
。

　
　
①
　
あ
ぶ
蜂は
ち

　
　
②
　
勝
っ
て
か
ぶ
と
の
　
　
③
　
明
日
は
明
日
の
　
　
④
　
雨
だ
れ
　
　
⑤
　
氏う
じ

よ
り

　
　
　
　
ア
　
緒お

を
締し

め
よ
　
　

　
　
　
　
イ
　
風
が
吹
く

　
　
　
　
ウ
　
育
ち

　
　
　
　
エ
　
取
ら
ず

　
　
　
　
オ
　
石
を
う
が
つ

　
　
　
　
Ａ
　
ど
ん
な
こ
と
で
も
根
気
よ
く
続
け
れ
ば
成
功
す
る
。

　
　
　
　
Ｂ
　
同
時
に
し
よ
う
と
し
て
、
ど
ち
ら
も
だ
め
に
な
る
。

　
　
　
　
Ｃ
　
成
功
し
た
か
ら
と
い
っ
て
油
断
し
て
は
い
け
な
い
。

　
　
　
　
Ｄ
　
人
は
血
筋
よ
り
環
境
に
影え
い

響き
ょ
う

さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
　
　
　
Ｅ
　
先
々
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
思
い
な
や
む
こ
と
は
な
い
。

〔
問
四
〕�

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

　
　
①
　
ビ
ル
を
ケ
ン
セ
ツ
す
る
。

　
　
②
　
工
場
か
ら
発
送
さ
れ
た
セ
イ
ヒ
ン
が
届
く
。

　
　
③
　
タ
ン
ポ
ポ
が
ワ
タ
ゲ
を
飛
ば
す
。

　
　
④
　
エ
ン
ギ
の
じ
ょ
う
ず
な
子
役
が
い
る
。

　
　
⑤
　
ホ
ウ
フ
な
知
識
を
身
に
つ
け
る
。

　
　
⑥
　
キ
ャ
ン
プ
で
固
形
ネ
ン
リ
ョ
ウ
を
使
う
。

　
　
⑦
　
ア
ン
シ
ョ
ウ
番
号
を
忘
れ
て
あ
わ
て
る
。

　
　
⑧
　
客
の
興
味
の
タ
イ
シ
ョ
ウ
を
調
べ
る
。

　
　
⑨
　
日
本
列
島
を
ジ
ュ
ウ
ダ
ン
す
る
。

　
　
⑩
　
運
動
会
で
コ
ウ
キ
を
持
っ
て
先
頭
に
立
つ
。

　
　
⑪
　
大
臣
の
発
言
が
注
目
を
ア
び
る
。

　
　
⑫
　
木
の
葉
が
赤
み
を
オ
び
て
き
た
。

　
　
⑬
　
紙
で
て
い
ね
い
に
ツ
ツ
む
。

　
　
⑭
　
正
し
い
姿
勢
で
ラ
ケ
ッ
ト
を
カ
マ
え
る
。

　
　
⑮
　
用
事
を
ス
ま
せ
て
帰
る
。

（
中
十
四
）

（
14）



〔 問 三 〕� 　 次 の ① ～ ⑤ に つ な が る 言 葉 を 後 の ア ～ オ の 中 か ら 、 そ の 意 味 と し て 最 も 適 当 な も の を Ａ ～

Ｅ の 中 か ら 、 そ れ ぞ れ 選 び な さ い 。

　 　 ① 　 あ ぶ 蜂
は ち

　 　 ② 　 勝 っ て か ぶ と の 　 　 ③ 　 明 日 は 明 日 の 　 　 ④ 　 雨 だ れ 　 　 ⑤ 　 氏
う じ

よ り

　 　 　 　 ア 　 緒
お

を 締
し

め よ 　 　

　 　 　 　 イ 　 風 が 吹 く

　 　 　 　 ウ 　 育 ち

　 　 　 　 エ 　 取 ら ず

　 　 　 　 オ 　 石 を う が つ

　 　 　 　 Ａ 　 ど ん な こ と で も 根 気 よ く 続 け れ ば 成 功 す る 。

　 　 　 　 Ｂ 　 同 時 に し よ う と し て 、 ど ち ら も だ め に な る 。

　 　 　 　 Ｃ 　 成 功 し た か ら と い っ て 油 断 し て は い け な い 。

　 　 　 　 Ｄ 　 人 は 血 筋 よ り 環 境 に 影
え い

響
き ょ う

さ れ る と こ ろ が 多 い 。

　 　 　 　 Ｅ 　 先 々 の こ と を あ れ こ れ 思 い な や む こ と は な い 。

〔 問 四 〕� 　 次 の ① ～ ⑮ の 　 　 　 　 線 部 の カ タ カ ナ を 漢 字 に 直 し な さ い 。

　 　 ① 　 ビ ル を ケ ン セ ツ す る 。

　 　 ② 　 工 場 か ら 発 送 さ れ た セ イ ヒ ン が 届 く 。

　 　 ③ 　 タ ン ポ ポ が ワ タ ゲ を 飛 ば す 。

　 　 ④ 　 エ ン ギ の じ ょ う ず な 子 役 が い る 。

　 　 ⑤ 　 ホ ウ フ な 知 識 を 身 に つ け る 。

　 　 ⑥ 　 キ ャ ン プ で 固 形 ネ ン リ ョ ウ を 使 う 。

　 　 ⑦ 　 ア ン シ ョ ウ 番 号 を 忘 れ て あ わ て る 。

　 　 ⑧ 　 客 の 興 味 の タ イ シ ョ ウ を 調 べ る 。

　 　 ⑨ 　 日 本 列 島 を ジ ュ ウ ダ ン す る 。

　 　 ⑩ 　 運 動 会 で コ ウ キ を 持 っ て 先 頭 に 立 つ 。

　 　 ⑪ 　 大 臣 の 発 言 が 注 目 を ア び る 。

　 　 ⑫ 　 木 の 葉 が 赤 み を オ び て き た 。

　 　 ⑬ 　 紙 で て い ね い に ツ ツ む 。

　 　 ⑭ 　 正 し い 姿 勢 で ラ ケ ッ ト を カ マ え る 。

　 　 ⑮ 　 用 事 を ス ま せ て 帰 る 。

（ 中 十 四 ） −中 1−

1 �　次の　　　　　にあてはまる数字を答えなさい。

� （ 2 ）�　24×39＋54×38−36×58 ＝ 36×　　　

� （ 3 ）�　A�君は国語と算数と理科と社会のテストを受けました。算数の得点は国語の得点より�

10�点低く，理科の得点は国語の得点の�8�割で，社会の得点は国語の得点より�3�点高く

なりました。

� 　　　�このとき，4�教科の合計の得点が�278�点でした。国語の得点は　　　　　点です。

� （ 4 ）�　時速�4.5 kkmm�で歩くと�20�分かかる道のりを分速　　　　　mm�で歩けば，15�分かかります。

� （ 5 ）�　いくつかのみかんを生徒に配布します。生徒�1�人に�6�個ずつ配ると�36�個余り，7�個

ずつ配ると�3�個不足します。みかんは全部で　　　　　個あります。

� （ 6 ）�　ある食堂ではハンバーグの材料に牛肉を仕入れます。ハンバーグには�4�人分で�300 gg�の
牛肉が使用されます。ある日，牛肉を　　　　　gg仕入れて，50�人分のハンバーグを作り
ました。

� （ 7 ）�　2022�はある連続する�3�つの整数の和として表せます。この�3�つの整数の中で，最も

小さい整数は　　　　　です。

� （ 1 ）�　1− 1
3 −

2
5 −

4
17 ＝　　　

（15）
午前入試　算数



−中 2−

� （ 8 ）�　図のような長さ�10 cmcm�の紙テープを，つなぎめののりしろを�2 cmcm�にしてつなげてい
きます。5�枚の紙テープをつなげたときの全体の長さは 　　　 cmcmになります。�

� （ 9 ）�　 8 でわると�6�あまる整数のうち，100�に最も近い数は 　　　 になります。�

� （10）�　図のように半径�1 cmcm�の円と半径�2 cmcm�の円があり，これらの円の中心は一致してい
ます。またこれらの円をそれぞれ�6�等分するような�3�本の直線を引きました。

� 　　　このとき，斜線部分の面積は 　　　 cmcm2です。ただし，円周率は�3.14�とします。

2 cm（のりしろ）

10 cm

（16）



−中 2−
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2 cm（のりしろ）

10 cm

−中 3−

2 �（ 1 ）�　長方形�ABCD�において，辺�AD�を�3�等分して，A�に近い方から�E，Fとする。また
対角線�BD�と直線�CE�との交点を�P�とする。三角形�BEP�の面積は，長方形�ABCD�の

面積の何倍ですか。

� （ 2 ）�　 2�つの数�A�と�B�があります。A�は�B�より大きい数です。A�から�B�の半分の数を引い

たら，B�から�A�の�4�分の�1�を引いた数の�3�倍になりました。A�は�B�の何倍ですか。

� （ 3 ）�　 3�人の子供に�8�個のみかんを分けます。このとき，3�人の子供が少なくとも�2�個以上

のみかんをもらえるような分け方は何通りありますか。

Ｂ Ｃ

ＤＥ ＦＡ

Ｐ

（17）



−中 4−

� （ 4 ）�　記号★は次の規則によって計算されます。

� 　　　（a★b）＝（a＋b）÷（a÷b）

� 　　　�たとえば，（4★2）＝（4＋2）÷（4÷2）＝ 3�です。このとき�（3★9）÷（5★4）�を計算

しなさい。

� （ 5 ）�　図のように�1�辺の長さが�3 ccmm�である正方形に，1 ccmm�ごとに直線が縦と横に引いた�
紙がある。

� 　　　（ア）�　 1�辺が�2 ccmm�である正方形は全部で何個ありますか。

� 　　　（イ）　この図の中にふくまれる正方形は全部で何個ありますか。

1 cm

1 cm

（18）



−中 4−

� （ 4 ）�　記号★は次の規則によって計算されます。

� 　　　（a★b）＝（a＋b）÷（a÷b）
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1 cm

1 cm

−中 5−

3 �　A�地点と�B�地点は�2400 mm�はなれています。たろう君は歩いて�A�地点を出発して，途中��
2�回の休みをとりながら�B�地点に向かいました。1�回目と�2�回目の休む時間は同じで，歩く

速さも一定です。また�B�地点にいるけんた君は途中�1�回の休みをとりながら歩いて�A�地点に

向かいました。けんた君の歩く速さは常に一定で，その速さはたろう君の歩く速さの�1.25�倍

です。また，けんた君の休んだ時間はたろう君の休んだ時間の合計の�0.65�倍です。たろう君が

最初�A�地点を出発して，その後しばらくしてからけんた君が�B�地点を出発しました。2�人が

それぞれの地点を出発してから到着するまでの時間と位置の関係を表したものが下のグラフ

です。

� （ 1 ）�　たろう君の歩く速さは分速何�mm�ですか。

� （ 2 ）�　けんた君が出発した時間はたろう君が出発してから何分後ですか。

� （ 3 ）�　たろう君とけんた君が初めて出会うのはたろう君が�A�地点を出発してから何分後で

すか。

Ａ（ｍ）

Ｂ

1600

0 50（分）

2400
けんた君

10 20 30 40

1300

たろう君

（19）



−中 6−

4 �　下のように，ある規則にしたがって整数が並んでいます。�

1 , 2 , 2 , 1 , 1 , 2 , 3 , 3 , 2 , 1 , 1 , 2 , 3 , 4 , 4 , 3 , 2 , 1 , 1 , �…�

� （ 1 ）�　最初から数えて�23�番目の数は何ですか。

� （ 2 ）�　10�という数が初めて現れるのは，最初から数えて何番目ですか。

� （ 3 ）�　最初から�100�番目までの数の和は何ですか。

（20）
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4 �　下のように，ある規則にしたがって整数が並んでいます。�
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−中 7−

5 �　花火を打ち上げる装置�A，B，C，D，E，F，G�があります。それぞれの装置は次の表に
したがって花火を�1�発ずつ打ち上げます。

� �これらの装置を使って，花火大会を�3�日間行います。また�3�日とも最初は装置�A，B，C�を

使って午後�8�時に始めることにします。このとき，次の問いに答えなさい。

� （ 1 ）�　 1�日目は午後�8�時�10�分まで花火大会を行いました。このとき，午後�8�時�10�分まで

の間にすべての装置で合計何発の花火が打ち上げられましたか。

� （ 2 ）�　 2�日目は花火大会が始まってから午後�8�時�30�分までの間は装置�A，B，C�を使って

花火を打ち上げました。その後，午後�8�時�30�分からは装置�A，B，C�を装置�D，E，F��

に交換して午後�8�時�40�分まで打ち上げました。このとき，花火大会が始まってから�

午後�8�時�40�分までの間にすべての装置で合計何発の花火が打ち上げられましたか。

� （ 3 ）�　 3�日目は花火大会が始まってから午後�8�時�10�分までは装置�A，B，C�を使って打ち

上げていましたが，装置�C�が午後�8�時�10�分の花火を打ち上げた直後に故障したため，

午後�8�時�10�分から午後�8�時�12�分までは装置�A�と�B�で花火を打ち上げました。そして

午後�8�時�12�分からは，装置�A，B，G�で花火を打ち上げました。このとき，花火大会

が始まってから�500�発目の花火が打ち上がる時間は何時何分何秒ですか。

装置 打ち上げ開始時刻 打ち上げるかんかく

A 午後�8�時�00�分�10�秒 10 秒

B 午後�8�時�00�分�08�秒 8 秒

C 午後�8�時�00�分�06�秒 6 秒

D 午後�8�時�30�分�05�秒 5 秒

E 午後�8�時�30�分�04�秒 4 秒

F 午後�8�時�30�分�03�秒 3 秒

G 午後�8�時�12�分�12�秒 12 秒

（21）



−中 1−

1 ��　次の図は，いくつかの植物を観察してその特
とくちょう

徴によって分類したものです。次の問 1 ～問 ７ に

答えなさい。

問 1 �　上の図の（　①　）～（　④　）にあてはまる言葉をそれぞれ答えなさい。

問 2 �　胞子植物と（　①　）植物に分類するときの，ＡとＢの特徴としてあてはまるものを次のア～ク

から 1つずつ選び，記号でそれぞれ答えなさい。

　　　ア．光合成をする　　　　　イ．光合成をしない

　　　ウ．種子をつくる　　　　　エ．種子をつくらない

　　　オ．呼吸をする　　　　　　カ．呼吸をしない

　　　キ．花の 4要素（花弁，おしべ，めしべ，がく）がそろっている

　　　ク．花の 4要素（花弁，おしべ，めしべ，がく）がそろっていない

問 3 �　（　②　）植物と（　③　）植物に分類するときの，ＣとＤの特徴をそれぞれ答えなさい。

問 4 �　（　④　）類と合弁花類に分類するときの，ＥとＦの特徴としてあてはまるものを次のア～クから

1つずつ選び，記号でそれぞれ答えなさい。

　　　ア． 1つの花におしべとめしべの両方がそろっている　

　　　イ． 1つの花におしべかめしべのどちらかしかない

　　　ウ．花粉がこん虫によって運ばれる　　　　　エ．花粉が風で運ばれる

　　　オ．花びらがくっついている　　　　　　　　カ．花びらが 1枚ずつはなれている

　　　キ．種子にはい乳がある　　　　　　　　　　ク．種子にはい乳がない

植
物

特徴Ａ：胞子植物
　例）ゼニゴケ，イヌワラビ

ほうし

特徴Ｂ：（　①　）植物

特徴Ｃ：（　②　）植物
　例）マツ，イチョウ

特徴Ｄ：（　③　）植物

子葉が 1枚ある：単子葉類
　例）トウモロコシ，イネ

子葉が 2枚ある：双子葉類

特徴Ｅ：（　④　）類
　例）サクラ，アブラナ

特徴Ｆ：合弁花類
　例）アサガオ，カボチャ
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植
物

特徴Ａ：胞子植物
　例）ゼニゴケ，イヌワラビ

ほうし

特徴Ｂ：（　①　）植物

特徴Ｃ：（　②　）植物
　例）マツ，イチョウ

特徴Ｄ：（　③　）植物

子葉が 1枚ある：単子葉類
　例）トウモロコシ，イネ

子葉が 2枚ある：双子葉類

特徴Ｅ：（　④　）類
　例）サクラ，アブラナ

特徴Ｆ：合弁花類
　例）アサガオ，カボチャ
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−中 1−

1 ��　次の図は，いくつかの植物を観察してその特
とくちょう

徴によって分類したものです。次の問 1 ～問 ７ に

答えなさい。

問 1 �　上の図の（　①　）～（　④　）にあてはまる言葉をそれぞれ答えなさい。

問 2 �　胞子植物と（　①　）植物に分類するときの，ＡとＢの特徴としてあてはまるものを次のア～ク

から 1つずつ選び，記号でそれぞれ答えなさい。

　　　ア．光合成をする　　　　　イ．光合成をしない

　　　ウ．種子をつくる　　　　　エ．種子をつくらない

　　　オ．呼吸をする　　　　　　カ．呼吸をしない

　　　キ．花の 4要素（花弁，おしべ，めしべ，がく）がそろっている

　　　ク．花の 4要素（花弁，おしべ，めしべ，がく）がそろっていない

問 3 �　（　②　）植物と（　③　）植物に分類するときの，ＣとＤの特徴をそれぞれ答えなさい。
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問 ５　単子葉類と双子葉類は，子葉の枚数以外に，根のつくりにも違
ちが

いがあります。

　（ 1）単子葉類と双子葉類の根のつくりをそれぞれ答えなさい。

　（ 2）根の部分を食用としているものを，ア～オから 2つ選び，記号で答えなさい。

　　　ア．ジャガイモ　　イ．ニンジン　　ウ．サツマイモ　　エ．タマネギ　　オ．エンドウ

問 ６　右の図は双子葉類の茎
くき

の断面図です。

　（ 1 �）解答欄
らん

にある図の，水が通る部分を黒くぬりつぶしなさい。

　（ 2）水が通る部分の名前を答えなさい。

問 ７ �　根から吸収された水は，茎を通って葉に運ばれ，光合成の材料として用いられます。そして余っ

た水は葉の気こうから水蒸気となって放出されます。気こうからは水蒸気以外に，他の気体も出

入りしています。

　（ 1）日がよく当たる昼間に気こうから放出されている主な気体を，水蒸気以外に 1つ答えなさい。

　（ 2）夜間に気こうから放出されている主な気体を，水蒸気以外に 1つ答えなさい。
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−中 3−

2 ��　次の文を読み，次の問 1～問1０に答えなさい。

　　�　水素を燃焼させると（　①　）が生じ，炭素（黒
こくえん

鉛）を完全に燃焼させると（　②　）が生じ，

プロパンを燃焼させると（　①　）と（　②　）が生じます。水素，炭素（黒鉛），プロパンを�

燃焼させると熱が発生し，水素，炭素（黒鉛），プロパンをそれぞれ 1 g ずつ完全に燃焼させた�

ときに発生する熱量は，次の表のようになります。

問 1　文中の（　①　）と（　②　）に当てはまる物質の名前をそれぞれ書きなさい。

問 2 �　次のア～エの物質のうち，燃焼させたときに（　①　）と（　②　）が発生しないものを 1 つ

選び，記号で答えなさい。

　　　ア．スチールウール　　　イ．ろうそく　　　ウ．アルコール　　　エ．砂糖

問 3 �　（　②　）の気体を水に溶
と

かすと，その水溶
よう

液は酸性を示します。次のア～オの気体のうち，�

水に溶け，その水溶液が酸性を示すものを 2つ選び，記号で答えなさい。

　　　ア．アンモニア　　　イ．窒
ちっそ

素　　　ウ．塩化水素　　　エ．水素　　　オ．二酸化硫
いおう

黄

問 4　水素 1０ g を燃焼させると，9０ g の（　①　）が生じます。水素と反応した酸素は何 gですか。

問 ５ �　水素 4０ g と酸素 4０ g を混合して，完全に燃焼させました。燃焼後，燃焼せずに余った水素は�

何 gですか。

問 ６ �　水素 1 g を燃焼させたときに発生する全ての熱量を使って 2０℃の水 ５００ g を温めたとき，水の�

温度は何℃になりますか。

問 ７　炭素（黒鉛）2０ g を燃焼させたときに発生する熱量は何 kcal ですか。

物質名 物質 1 g を完全に燃焼したときに発生する熱量［kcal］

水素 34

炭素（黒鉛） ７.8

プロパン 12

（注）熱を数量で表したものを熱量といいます。
　　　kcal は熱量の単位。1 kcal ＝ 1０００ cal
　　　1 g の水の温度を 1℃上げるのに必要な熱量は，1 cal となります。

−中 3−

2 ��　次の文を読み，次の問 1～問1０に答えなさい。

　　�　水素を燃焼させると（　①　）が生じ，炭素（黒
こくえん

鉛）を完全に燃焼させると（　②　）が生じ，

プロパンを燃焼させると（　①　）と（　②　）が生じます。水素，炭素（黒鉛），プロパンを�

燃焼させると熱が発生し，水素，炭素（黒鉛），プロパンをそれぞれ 1 g ずつ完全に燃焼させた�

ときに発生する熱量は，次の表のようになります。

問 1　文中の（　①　）と（　②　）に当てはまる物質の名前をそれぞれ書きなさい。

問 2 �　次のア～エの物質のうち，燃焼させたときに（　①　）と（　②　）が発生しないものを 1 つ

選び，記号で答えなさい。

　　　ア．スチールウール　　　イ．ろうそく　　　ウ．アルコール　　　エ．砂糖

問 3 �　（　②　）の気体を水に溶
と

かすと，その水溶
よう

液は酸性を示します。次のア～オの気体のうち，�

水に溶け，その水溶液が酸性を示すものを 2つ選び，記号で答えなさい。

　　　ア．アンモニア　　　イ．窒
ちっそ

素　　　ウ．塩化水素　　　エ．水素　　　オ．二酸化硫
いおう

黄

問 4　水素 1０ g を燃焼させると，9０ g の（　①　）が生じます。水素と反応した酸素は何 gですか。

問 ５ �　水素 4０ g と酸素 4０ g を混合して，完全に燃焼させました。燃焼後，燃焼せずに余った水素は�

何 gですか。

問 ６ �　水素 1 g を燃焼させたときに発生する全ての熱量を使って 2０℃の水 ５００ g を温めたとき，水の�

温度は何℃になりますか。

問 ７　炭素（黒鉛）2０ g を燃焼させたときに発生する熱量は何 kcal ですか。

物質名 物質 1 g を完全に燃焼したときに発生する熱量［kcal］

水素 34

炭素（黒鉛） ７.8

プロパン 12

（注）熱を数量で表したものを熱量といいます。
　　　kcal は熱量の単位。1 kcal ＝ 1０００ cal
　　　1 g の水の温度を 1℃上げるのに必要な熱量は，1 cal となります。

（24）



−中 3−

2 ��　次の文を読み，次の問 1～問1０に答えなさい。

　　�　水素を燃焼させると（　①　）が生じ，炭素（黒
こくえん

鉛）を完全に燃焼させると（　②　）が生じ，

プロパンを燃焼させると（　①　）と（　②　）が生じます。水素，炭素（黒鉛），プロパンを�

燃焼させると熱が発生し，水素，炭素（黒鉛），プロパンをそれぞれ 1 g ずつ完全に燃焼させた�

ときに発生する熱量は，次の表のようになります。

問 1　文中の（　①　）と（　②　）に当てはまる物質の名前をそれぞれ書きなさい。

問 2 �　次のア～エの物質のうち，燃焼させたときに（　①　）と（　②　）が発生しないものを 1 つ

選び，記号で答えなさい。

　　　ア．スチールウール　　　イ．ろうそく　　　ウ．アルコール　　　エ．砂糖

問 3 �　（　②　）の気体を水に溶
と

かすと，その水溶
よう

液は酸性を示します。次のア～オの気体のうち，�

水に溶け，その水溶液が酸性を示すものを 2つ選び，記号で答えなさい。

　　　ア．アンモニア　　　イ．窒
ちっそ

素　　　ウ．塩化水素　　　エ．水素　　　オ．二酸化硫
いおう

黄

問 4　水素 1０ g を燃焼させると，9０ g の（　①　）が生じます。水素と反応した酸素は何 gですか。

問 ５ �　水素 4０ g と酸素 4０ g を混合して，完全に燃焼させました。燃焼後，燃焼せずに余った水素は�

何 gですか。

問 ６ �　水素 1 g を燃焼させたときに発生する全ての熱量を使って 2０℃の水 ５００ g を温めたとき，水の�

温度は何℃になりますか。

問 ７　炭素（黒鉛）2０ g を燃焼させたときに発生する熱量は何 kcal ですか。

物質名 物質 1 g を完全に燃焼したときに発生する熱量［kcal］

水素 34

炭素（黒鉛） ７.8

プロパン 12

（注）熱を数量で表したものを熱量といいます。
　　　kcal は熱量の単位。1 kcal ＝ 1０００ cal
　　　1 g の水の温度を 1℃上げるのに必要な熱量は，1 cal となります。

−中 3−

2 ��　次の文を読み，次の問 1～問1０に答えなさい。

　　�　水素を燃焼させると（　①　）が生じ，炭素（黒
こくえん

鉛）を完全に燃焼させると（　②　）が生じ，

プロパンを燃焼させると（　①　）と（　②　）が生じます。水素，炭素（黒鉛），プロパンを�

燃焼させると熱が発生し，水素，炭素（黒鉛），プロパンをそれぞれ 1 g ずつ完全に燃焼させた�

ときに発生する熱量は，次の表のようになります。

問 1　文中の（　①　）と（　②　）に当てはまる物質の名前をそれぞれ書きなさい。

問 2 �　次のア～エの物質のうち，燃焼させたときに（　①　）と（　②　）が発生しないものを 1 つ

選び，記号で答えなさい。

　　　ア．スチールウール　　　イ．ろうそく　　　ウ．アルコール　　　エ．砂糖

問 3 �　（　②　）の気体を水に溶
と

かすと，その水溶
よう

液は酸性を示します。次のア～オの気体のうち，�

水に溶け，その水溶液が酸性を示すものを 2つ選び，記号で答えなさい。

　　　ア．アンモニア　　　イ．窒
ちっそ

素　　　ウ．塩化水素　　　エ．水素　　　オ．二酸化硫
いおう

黄

問 4　水素 1０ g を燃焼させると，9０ g の（　①　）が生じます。水素と反応した酸素は何 gですか。

問 ５ �　水素 4０ g と酸素 4０ g を混合して，完全に燃焼させました。燃焼後，燃焼せずに余った水素は�

何 gですか。

問 ６ �　水素 1 g を燃焼させたときに発生する全ての熱量を使って 2０℃の水 ５００ g を温めたとき，水の�

温度は何℃になりますか。

問 ７　炭素（黒鉛）2０ g を燃焼させたときに発生する熱量は何 kcal ですか。

物質名 物質 1 g を完全に燃焼したときに発生する熱量［kcal］

水素 34

炭素（黒鉛） ７.8

プロパン 12

（注）熱を数量で表したものを熱量といいます。
　　　kcal は熱量の単位。1 kcal ＝ 1０００ cal
　　　1 g の水の温度を 1℃上げるのに必要な熱量は，1 cal となります。

−中 4−

問 8　プロパンを燃焼させて，問 ７と同じ量の熱量を発生させるには，プロパンが何 g必要ですか。

問 9 �　炭素（黒鉛）12 g を燃焼させると，44 g の（　②　）が生じます。プロパン 8 g を燃焼させる

と，24 g の（　②　）が生じます。炭素（黒鉛）とプロパンをそれぞれ燃焼させたとき，発生�

する（　②　）1 g あたり，何 kcal の熱量を発生しますか。割り切れない場合は，小数第 2 位を�

四捨五入して第 1位まで答えなさい。

問1０��　（　②　）の発生する量を少なくして多くの熱量を得るには，炭素（黒鉛）とプロパンのどちら

が適していますか。
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3 ��　太陽は丸い天
てんじょう

井を 1 日（24 時間）で 1 周（3６０ 度）運動しているように見えます。この球形の

天井に見立てたものを天球といい，太陽の位置は方位と高度で表します。観測者からは地平線よ

り上側の天球しか見ることができません。次の問 1～問 ７に答えなさい。

　　�　春分や秋分の日には，太陽が東の地平線を右上向きに昇り，南の空を通り，西の地平線を右下

向きに沈
しず

むように動いて見えるのは，図 1 に示すように，地球が北極点と南極点を結ぶ線を軸
じく

と

して（　Ａ　）から（　Ｂ　）に向かって回転しているからです。

　　�　太陽の動きを調べるために，春分の日に東経 13５ 度・北
ほく い

緯 3５ 度の地点において，運動場に立
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問 ５　春分の日の午前 1０ 時 ５０ 分すぎの太陽の高度は 4５ 度でした。この時の影の長さは何 cmですか。

問 ６ �　季節によって天球上の太陽の動きは変化します。夏至には，太陽が東より少し（　ａ　）より

の地平線を右上向きに昇り，南の空を通り，西より少し（　ｂ　）よりの地平線を右下向きに�

沈むように動いて見えます。冬至には，太陽が東より少し（　ｃ　）よりの地平線を右上向きに

昇り，南の空を通り，西より少し（　ｄ　）よりの地平線を右下向きに沈むように動いて見えます。�

このことについて，次の（ 1）～（ 3）に答えなさい。

　（ 1 �）文中の（ａ）～（ｄ）に当てはまる語句を東西南北の 4方位

でそれぞれ答えなさい。

　（ 2 �）図 4 から地平線より上側の天球に太陽が動いている時間が�

長いのは，ＸとＹのどちらですか。記号で答えなさい。

　（ 3 �）図 4 から 12 時ごろの棒の影の長さが短いのは，ＸとＹの�

どちらですか。記号で答えなさい。

問 ７ �　春分の日の 9時から 1５時において，棒の影の先端の動きは図 ５

の矢印（　　　　）のようになります。夏至や冬至において，棒

の影の先端の動きはどのようになると考えられますか。それぞれ

解答欄
らん

に記入しなさい。なお，解答欄の矢印（　　　　）は春分

の日に行ったときの棒の先端の影の動きを表しています。

図 4

ＹＸ

9 時 15 時

春分・秋分図 ５
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4 ��　実験 1 ～実験 4 を行いました。次の問 1～問 1０ に答えなさい。ただし，おもりと斜
しゃめん

面・床
ゆか

との

まさつや，空気抵
ていこう

抗はないものとします。

＜実験 1＞�　図 1のように，斜面に置いた重さ 1０ g のおもりを静かに転がし，床の上にある物体に衝突

させました。おもりを転がす床からの高さを変えて物体に衝突させ，物体の動いた距
きょ り

離を

はかりました。その結果を表 1にまとめました。

問 1　物体の動いた距離を24 cmにするには，おもりを転がす床からの高さを何cmにすればよいですか。

問 2 �　物体に衝突する直前のおもりが最も速くなるのは，おもりを転がす床からの高さが何 cmのとき

ですか。次のア～オから最も適切なものを 1つ選び，記号で答えなさい。

　　　ア．1０ cm　　　イ．2０ cm　　　ウ．3０ cm　　　エ．4０ cm　　　オ．どれも同じ

＜実験 2＞�　おもりを転がす床からの高さを 2０ cmとして，おもりの重さを変えて物体に衝突させま

した。そして，衝突後の物体の動いた距離を表 2にまとめました。

問 3　重さ ５０ g のおもりを転がしたとき，物体の動いた距離は何 cmですか。

問 4 �　物体に衝突する直前のおもりが最も速くなるのは，おもりの重さが何gのときですか。次のア～オ

から最も適切なものを 1つ選び，記号で答えなさい。

　　　ア．1０ g　　　イ．2０ g　　　ウ．3０ g　　　エ．4０ g　　　オ．どれも同じ

問 ５　重さ 2０ g のおもりを高さ 3０ cmから転がしたとき，物体の動いた距離は何 cmですか。

おもり

物体
床

床からの高さ

図 1

（注）�物体はおもりとの衝
しょうとつ

突後に，床との
まさつによりいずれ止まります。

床からの高さ［cm］ 1０ 2０ 3０ 4０

物体の動いた距離［cm］ 4 8 12 1６

表 1

おもりの重さ［g］ 1０ 2０ 3０ 4０

物体の動いた距離［cm］ 8 32 ７2 128

表 2
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問 1　物体の動いた距離を24 cmにするには，おもりを転がす床からの高さを何cmにすればよいですか。

問 2 �　物体に衝突する直前のおもりが最も速くなるのは，おもりを転がす床からの高さが何 cmのとき

ですか。次のア～オから最も適切なものを 1つ選び，記号で答えなさい。

　　　ア．1０ cm　　　イ．2０ cm　　　ウ．3０ cm　　　エ．4０ cm　　　オ．どれも同じ

＜実験 2＞�　おもりを転がす床からの高さを 2０ cmとして，おもりの重さを変えて物体に衝突させま

した。そして，衝突後の物体の動いた距離を表 2にまとめました。

問 3　重さ ５０ g のおもりを転がしたとき，物体の動いた距離は何 cmですか。

問 4 �　物体に衝突する直前のおもりが最も速くなるのは，おもりの重さが何gのときですか。次のア～オ

から最も適切なものを 1つ選び，記号で答えなさい。

　　　ア．1０ g　　　イ．2０ g　　　ウ．3０ g　　　エ．4０ g　　　オ．どれも同じ

問 ５　重さ 2０ g のおもりを高さ 3０ cmから転がしたとき，物体の動いた距離は何 cmですか。

おもり

物体
床

床からの高さ

図 1

（注）�物体はおもりとの衝
しょうとつ

突後に，床との
まさつによりいずれ止まります。

床からの高さ［cm］ 1０ 2０ 3０ 4０

物体の動いた距離［cm］ 4 8 12 1６

表 1

おもりの重さ［g］ 1０ 2０ 3０ 4０

物体の動いた距離［cm］ 8 32 ７2 128

表 2

−中 8−

＜実験 3＞�　図 2のように，おもりをはなす床からの高さを 2０ cmにして，重さ 2０ gのおもりをつけた

ふりこを用い，うでの長さ変えて，1０往復する時間をはかりました。その結果を表 3にまと

めました。

問 ６　ふりこが 1往復する時間をはからずに，1０ 往復する時間をはかる理由は何ですか。

問 ７　うでの長さが 2５０ cmのとき，ふりこが 1往復する時間は何秒ですか。

問 8 �　高さ 1０ cmのところからおもりをはなしました。おもりが最も下の位置を通過したときに最も

速くなるのは，ふりこのうでの長さが何 cmのときですか。次のア～オから最も適切なものを 1つ

選び，記号で答えなさい。

　　　ア．1０ cm　　　イ．4０ cm　　　ウ．9０ cm　　　エ．1６０ cm　　　オ．どれも同じ

＜実験 4＞�　図 3 のように，実験 2 のおもりを用い，うでの長さが 1００ cm のふりこを用意しました。

床からの高さを変えておもりを静かにはなし，おもりがふりこの最も下の位置になるとこ

ろで物体に衝突させました。床から 2０ cmの高さで重さ 2０ g のおもりをはなすと，物体は

32 cm動きました。ただし，衝突させる物体は実験 1・ 2と同じものを用いました。

問 9　床から 3０ cmの高さで重さ 1０ g のおもりをはなしたとき，物体の動いた距離は何 cmですか。

問1０�　ふりこのうでの長さを 1５０ cmにして，床から 2０ cmの高さで重さ 2０ gのおもりをはなしたとき，

物体の動いた距離は何 cmですか。

床床からの高さ

天井

うでの長さ

図 2

うでの長さ［cm］ 1０ 4０ 9０ 1６０

1０ 往復の時間［秒］ ６ 12 18 24

表 3

床床からの高さ

天井

うでの長さ

図 3

（注）�物体はおもりとの衝突後に，床との
まさつによりいずれ止まります。

−中 8−

＜実験 3＞�　図 2のように，おもりをはなす床からの高さを 2０ cmにして，重さ 2０ gのおもりをつけた

ふりこを用い，うでの長さ変えて，1０往復する時間をはかりました。その結果を表 3にまと

めました。

問 ６　ふりこが 1往復する時間をはからずに，1０ 往復する時間をはかる理由は何ですか。

問 ７　うでの長さが 2５０ cmのとき，ふりこが 1往復する時間は何秒ですか。

問 8 �　高さ 1０ cmのところからおもりをはなしました。おもりが最も下の位置を通過したときに最も

速くなるのは，ふりこのうでの長さが何 cmのときですか。次のア～オから最も適切なものを 1つ

選び，記号で答えなさい。

　　　ア．1０ cm　　　イ．4０ cm　　　ウ．9０ cm　　　エ．1６０ cm　　　オ．どれも同じ

＜実験 4＞�　図 3 のように，実験 2 のおもりを用い，うでの長さが 1００ cm のふりこを用意しました。

床からの高さを変えておもりを静かにはなし，おもりがふりこの最も下の位置になるとこ

ろで物体に衝突させました。床から 2０ cmの高さで重さ 2０ g のおもりをはなすと，物体は

32 cm動きました。ただし，衝突させる物体は実験 1・ 2と同じものを用いました。

問 9　床から 3０ cmの高さで重さ 1０ g のおもりをはなしたとき，物体の動いた距離は何 cmですか。

問1０�　ふりこのうでの長さを 1５０ cmにして，床から 2０ cmの高さで重さ 2０ gのおもりをはなしたとき，

物体の動いた距離は何 cmですか。

床床からの高さ

天井

うでの長さ

図 2

うでの長さ［cm］ 1０ 4０ 9０ 1６０

1０ 往復の時間［秒］ ６ 12 18 24

表 3

床床からの高さ

天井

うでの長さ

図 3

（注）�物体はおもりとの衝突後に，床との
まさつによりいずれ止まります。
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（
中
一
）

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
〔
問
一
〕
～
〔
問
七
〕
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
。

　
ハ
ル
さ
ん
と
ア
キ
さ
ん
は
、
生
き
物
を
題
材
に
し
た
次
の
四
つ
の
俳は

い

句く

に
つ
い
て
調
べ
て
い
ま
す
。

Ⅰ
　
青あ

お

蛙が
え
る

お
の
れ
も
ペ
ン
キ
ぬ
り
た
て
か�

芥あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

Ⅱ
　
澄す

む
月
や
髭ひ
げ

を
た
て
た
る
蛬
き
り
ぎ
り
す�

榎え
の
も
と本
其き

角か
く

Ⅲ
　
小こ

春は
る

日び

や
石
を
嚙か

み
ゐ（
い
）る
赤
蜻と
ん
ぼ蛉�

村む
ら
か
み上
鬼き
じ
ょ
う城

Ⅳ
　
春
の
日
や
庭
に
雀す
ず
め

の
砂
あ
び
て�

上う
え
じ
ま
お
に
つ
ら

島
鬼
貫

〈
ハ
ル
さ
ん
〉
　
Ⅰ
の
俳
句
の
「
ペ
ン
キ
ぬ
り
た
て
」
と
い
う
表
現
が
お
も
し
ろ
い
ね
。

〈
ア
キ
さ
ん
〉�

　
青
蛙
の
（
　
１
　
）
か
ら
ペ
ン
キ
を
連
想
し
た
の
ね
。
で
も
ど
う
し
て
［
Ａ
（
四
字
）］
な
の
か
し
ら
。

〈
ハ
ル
さ
ん
〉�

　
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ル
ナ
ー
ル
の
「
と
か
げ
、
ペ
ン
キ
塗ぬ

り
立
て
ご
用
心
」
と
い
う
作
品
を
ま
ね
て

作
っ
た
か
ら
み
た
い
だ
よ
。
Ⅱ
の
俳
句
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
い
い
と
思
う
？

〈
ア
キ
さ
ん
〉
　
大
き
な
［
Ｂ
（
一
字
）］
と
小
さ
な
［
Ｃ
（
一
字
）］
を
対
比
さ
せ
た
絵
画
的
な
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。

〈
ハ
ル
さ
ん
〉�

　
な
る
ほ
ど
。
と
こ
ろ
で
、［
　
Ｃ
　
］
と
い
え
ば
、
鳴
き
声
を
詠よ

む
の
が
ふ
つ
う
だ
と
思
う
け
れ

ど
、
ど
う
し
て
そ
う
し
な
か
っ
た
の
か
な
？

〈
ア
キ
さ
ん
〉�

　
さ
っ
き
言
っ
た
こ
と
に
も
通
じ
る
け
れ
ど
、「
髭
を
た
て
た
る
」
と
い
う
と
て
も
繊せ
ん
さ
い細
な
も
の
を
詠

ん
で
い
る
（
　
２
　
）
的
な
俳
句
だ
か
ら
、（
　
３
　
）
的
な
要
素
で
あ
る
鳴
き
声
は
入
れ
な
い
方
が

俳
句
の
情
景
に
意
識
を
集
中
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
よ
ね
。

〈
ハ
ル
さ
ん
〉�

　
確
か
に
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、（
　
４
　
）
が
い
っ
そ
う
浮う

き
彫ぼ

り
に
な
っ
て
い
る
ね
。
次
に

Ⅲ
と
Ⅳ
の
俳
句
だ
け
ど
、
ど
ち
ら
も
春
の
日
の
小
動
物
の
姿
を
詠
ん
で
い
る
み
た
い
だ
ね
。
Ⅳ
の
俳
句

は
雀
が
砂
浴
び
を
す
る
様
子
か
ら
春
の
う
ら
ら
か
さ
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
け
れ
ど
、

Ⅲ
の
俳
句
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
よ
。

〈
ア
キ
さ
ん
〉
　
た
し
か
に
二
句
目
、
三
句
目
と
春
の
イ
メ
ー
ジ
は
合
わ
な
い
気
が
す
る
よ
ね
。

　
　
　
　
　
　
―
―
そ
こ
で
、
二
人
は
国
語
辞
典
で
「
小
春
日
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。
―
―

【
小
春
日
】
　
小こ

春は
る

日び

和よ
り

の
日
。
ま
た
そ
の
日
ざ
し
。
　
　
冬
『
大
辞
林
』
に
よ
る

【
小
春
日
和
】
初
冬
の
こ
ろ
の
、
暖
か
く
て
穏お
だ

や
か
な
天
気
。
『
明
鏡
』
に
よ
る

※�

『
大
辞
林
』『
明
鏡
』
は
、�

国
語
辞
典
。

〈
ハ
ル
さ
ん
〉
　
な
る
ほ
ど
。「
小
春
日
」
は
冬
の
季
語
だ
っ
た
ん
だ
ね
。

〈
ア
キ
さ
ん
〉
　
季
節
は
ず
れ
の
［
Ｄ
（
三
字
）］
が
、（
　
５
　
）
様
子
を
「
石
を
嚙
み
ゐ
る
」
と
表
現
し
た
の
ね
。

〈
ハ
ル
さ
ん
〉
　（
　
６
　
）
が
感
じ
ら
れ
る
句
だ
ね
。

〈
ア
キ
さ
ん
〉
　
こ
れ
で
春
夏
秋
冬
の
俳
句
が
そ
ろ
っ
た
か
ら
、
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
向む
こ
う

山や
ま

洋よ
う

一い
ち

『
五
色
名
句
百
選
か
る
た
で
国
語
力
を
の
ば
す
』
に
よ
る
）

季
語

一 国
語
問
題

（
30）

午
後
入
試
　
適
性
問
題
（
国
語
）



（
中
一
）

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
〔
問
一
〕
～
〔
問
七
〕
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
。

　
ハ
ル
さ
ん
と
ア
キ
さ
ん
は
、
生
き
物
を
題
材
に
し
た
次
の
四
つ
の
俳は

い

句く

に
つ
い
て
調
べ
て
い
ま
す
。

Ⅰ
　
青あ

お

蛙が
え
る

お
の
れ
も
ペ
ン
キ
ぬ
り
た
て
か�

芥あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

Ⅱ
　
澄す

む
月
や
髭ひ
げ

を
た
て
た
る
蛬
き
り
ぎ
り
す�

榎え
の
も
と本
其き

角か
く

Ⅲ
　
小こ

春は
る

日び

や
石
を
嚙か

み
ゐ（
い
）る
赤
蜻と
ん
ぼ蛉�

村む
ら
か
み上
鬼き
じ
ょ
う城

Ⅳ
　
春
の
日
や
庭
に
雀す
ず
め

の
砂
あ
び
て�

上う
え
じ
ま
お
に
つ
ら

島
鬼
貫

〈
ハ
ル
さ
ん
〉
　
Ⅰ
の
俳
句
の
「
ペ
ン
キ
ぬ
り
た
て
」
と
い
う
表
現
が
お
も
し
ろ
い
ね
。

〈
ア
キ
さ
ん
〉�

　
青
蛙
の
（
　
１
　
）
か
ら
ペ
ン
キ
を
連
想
し
た
の
ね
。
で
も
ど
う
し
て
［
Ａ
（
四
字
）］
な
の
か
し
ら
。

〈
ハ
ル
さ
ん
〉�

　
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ル
ナ
ー
ル
の
「
と
か
げ
、
ペ
ン
キ
塗ぬ

り
立
て
ご
用
心
」
と
い
う
作
品
を
ま
ね
て

作
っ
た
か
ら
み
た
い
だ
よ
。
Ⅱ
の
俳
句
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
い
い
と
思
う
？

〈
ア
キ
さ
ん
〉
　
大
き
な
［
Ｂ
（
一
字
）］
と
小
さ
な
［
Ｃ
（
一
字
）］
を
対
比
さ
せ
た
絵
画
的
な
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。

〈
ハ
ル
さ
ん
〉�

　
な
る
ほ
ど
。
と
こ
ろ
で
、［
　
Ｃ
　
］
と
い
え
ば
、
鳴
き
声
を
詠よ

む
の
が
ふ
つ
う
だ
と
思
う
け
れ

ど
、
ど
う
し
て
そ
う
し
な
か
っ
た
の
か
な
？

〈
ア
キ
さ
ん
〉�

　
さ
っ
き
言
っ
た
こ
と
に
も
通
じ
る
け
れ
ど
、「
髭
を
た
て
た
る
」
と
い
う
と
て
も
繊せ
ん
さ
い細
な
も
の
を
詠

ん
で
い
る
（
　
２
　
）
的
な
俳
句
だ
か
ら
、（
　
３
　
）
的
な
要
素
で
あ
る
鳴
き
声
は
入
れ
な
い
方
が

俳
句
の
情
景
に
意
識
を
集
中
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
よ
ね
。

〈
ハ
ル
さ
ん
〉�

　
確
か
に
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、（
　
４
　
）
が
い
っ
そ
う
浮う

き
彫ぼ

り
に
な
っ
て
い
る
ね
。
次
に

Ⅲ
と
Ⅳ
の
俳
句
だ
け
ど
、
ど
ち
ら
も
春
の
日
の
小
動
物
の
姿
を
詠
ん
で
い
る
み
た
い
だ
ね
。
Ⅳ
の
俳
句

は
雀
が
砂
浴
び
を
す
る
様
子
か
ら
春
の
う
ら
ら
か
さ
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
け
れ
ど
、

Ⅲ
の
俳
句
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
よ
。

〈
ア
キ
さ
ん
〉
　
た
し
か
に
二
句
目
、
三
句
目
と
春
の
イ
メ
ー
ジ
は
合
わ
な
い
気
が
す
る
よ
ね
。

　
　
　
　
　
　
―
―
そ
こ
で
、
二
人
は
国
語
辞
典
で
「
小
春
日
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。
―
―

【
小
春
日
】
　
小こ

春は
る

日び

和よ
り

の
日
。
ま
た
そ
の
日
ざ
し
。
　
　
冬
『
大
辞
林
』
に
よ
る

【
小
春
日
和
】
初
冬
の
こ
ろ
の
、
暖
か
く
て
穏お
だ

や
か
な
天
気
。
『
明
鏡
』
に
よ
る

※�

『
大
辞
林
』『
明
鏡
』
は
、�

国
語
辞
典
。

〈
ハ
ル
さ
ん
〉
　
な
る
ほ
ど
。「
小
春
日
」
は
冬
の
季
語
だ
っ
た
ん
だ
ね
。

〈
ア
キ
さ
ん
〉
　
季
節
は
ず
れ
の
［
Ｄ
（
三
字
）］
が
、（
　
５
　
）
様
子
を
「
石
を
嚙
み
ゐ
る
」
と
表
現
し
た
の
ね
。

〈
ハ
ル
さ
ん
〉
　（
　
６
　
）
が
感
じ
ら
れ
る
句
だ
ね
。

〈
ア
キ
さ
ん
〉
　
こ
れ
で
春
夏
秋
冬
の
俳
句
が
そ
ろ
っ
た
か
ら
、
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
向む
こ
う

山や
ま

洋よ
う

一い
ち

『
五
色
名
句
百
選
か
る
た
で
国
語
力
を
の
ば
す
』
に
よ
る
）

季
語

一 国
語
問
題

（
中
二
）

〔
問
一
〕�

　
文
中
の
（
　
１
　
）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
青
さ
　
　
　
イ
　
小
さ
さ
　
　
　
ウ
　
か
わ
い
さ
　
　
　
エ
　
気
味
悪
さ

〔
問
二
〕�

　
文
中
の
［
　
Ａ
　
］
～
［
　
Ｄ
　
］
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
俳
句
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ�

（
　
）
の
中
の
指
定
字
数
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。（
同
じ
記
号
の
空く
う
ら
ん欄
に
は
同
じ
言
葉
が
入
り
ま
す
。）

〔
問
三
〕�

　
文
中
の
（
　
２
　
）・（
　
３
　
）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
同
じ
記
号
は
二
度
使
え
ま
せ
ん
。）

　
　
　
　
ア
　
味
覚
　
　
イ
　
聴ち
ょ
う

覚か
く

　
　
ウ
　
触し
ょ
っ

覚か
く

　
　
エ
　
視
覚
　
　
オ
　
嗅き
ゅ
う

覚か
く

〔
問
四
〕�

　
文
中
の
（
　
４
　
）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
き
り
ぎ
り
す
以
外
の
虫
た
ち
の
鳴
き
声
が
、
夜
の
庭
い
っ
ぱ
い
に
ひ
び
い
て
い
る
様
子

　
　
　
　
イ
　
庭
の
ど
こ
か
ら
か
聞
こ
え
て
く
る
き
り
ぎ
り
す
の
鳴
き
声
が
、
月
の
光
に
と
け
こ
む
情
景

　
　
　
　
ウ
　
夜
の
澄
み
き
っ
た
月
の
様
子
と
、
今
に
も
鳴
こ
う
と
し
て
い
る
き
り
ぎ
り
す
の
姿

　
　
　
　
エ
　
月
の
光
を
浴
び
て
堂
々
と
立
つ
き
り
ぎ
り
す
に
あ
こ
が
れ
、
共
感
す
る
作
者
の
心
情

〔
問
五
〕�

　
文
中
の
（
　
５
　
）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
十
字
～
十
五
字
で
考
え
て
答
え
な
さ
い
。

〔
問
六
〕�

　
文
中
の
（
　
６
　
）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ア
　
石
を
か
む
よ
う
な
味
気
な
い
日
々
を
送
っ
て
い
る
作
者
が
、
赤
と
ん
ぼ
に
共
感
し
て
い
る
よ
う
な
様
子

　
　
　
　
イ
　
小
春
日
の
日
差
し
の
暖
か
さ
と
は
裏
腹
に
、
小
さ
な
赤
と
ん
ぼ
が
寒
さ
に
ふ
る
え
て
い
る
よ
う
な
様
子

　
　
　
　
ウ
　
寒
さ
に
何
か
月
も
た
え
て
き
た
赤
と
ん
ぼ
が
、
暖
か
い
日
差
し
に
ほ
っ
と
し
て
い
る
よ
う
な
様
子

　
　
　
　
エ
　
春
の
よ
う
な
暖
か
な
日
差
し
を
、
小
さ
な
赤
と
ん
ぼ
が
、
体
い
っ
ぱ
い
浴
び
て
い
る
よ
う
な
様
子

（
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（
中
三
）

〔
問
七
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
「
こ
れ
で
春
夏
秋
冬
の
俳
句
が
そ
ろ
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
Ⅰ
，
Ⅱ
の
俳
句
の
季

節
は
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
か
答
え
な
さ
い
。

（
32）



（
中
三
）

〔
問
七
〕�

　
文
中
の
　　
　
　線
部
「
こ
れ
で
春
夏
秋
冬
の
俳
句
が
そ
ろ
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
Ⅰ
，
Ⅱ
の
俳
句
の
季

節
は
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
か
答
え
な
さ
い
。

（
中
四
）

　
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
。

　
日
本
と
西
洋
と
の
自
然
観
の
ち
が
い
が
よ
く
表
れ
て
い
る
の
が
庭
で
あ
る
。
内
と
外
と
の
中
間
地
点
で
あ
る
庭
に
、

ど
の
よ
う
に
自
然
を
取
り
入
れ
る
か
。
そ
の
方
法
に
、
両
者
の
自
然
に
対
す
る
意
識
の
ち
が
い
が
う
か
が
え
る
。

　
自
然
を
取
り
入
れ
る
と
い
っ
て
も
、
庭
に
草
木
を
た
く
さ
ん
植
え
た
り
、
水
を
流
し
た
り
し
て
自
然
ら
し
さ
を
演
出

し
よ
う
と
す
る
の
は
、
む
し
ろ
西
洋
の
ほ
う
で
あ
る
。
日
本
は
む
し
ろ
逆
だ
。
日
本
で
も
っ
と
も
有
名
な
庭
と
い
え

ば
、
室む
ろ

町ま
ち

時
代
に
つ
く
ら
れ
た
京
都
の
竜り
ょ
う

安あ
ん

寺じ

の
石
庭
を
思
い
出
す
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
石
庭
の
名
の
と
お
り
、
こ

の
庭
を
構
成
し
て
い
る
の
は
石
と
砂
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
枯か
れ

山さ
ん

水す
い

と
よ
ば
れ
る
も
の
だ
。
枯
山
水
は
、
石
と
砂
だ
け

で
、
山
の
つ
ら
な
る
様
や
、
滝
や
河
の
流
れ
を
表
現
す
る
。
そ
こ
で
は
植
物
は
か
え
っ
て
じ
ゃ
ま
で
あ
り
、
極
力
排は
い

除じ
ょ

さ
れ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
西
洋
の
庭
は
花
が
中
心
だ
。
色
と
り
ど
り
の
、
な
る
べ
く
珍め

ず
ら

し
い
花
が
た
く
さ
ん
咲さ

い
て
い
る

ほ
ど
美
し
い
庭
と
さ
れ
る
。
西
洋
の
庭
の
楽
し
み
は
、
花
を
見
る
こ
と
と
い
っ
て
も
い
い
。
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
と
は
、
基

本
的
に
は
季
節
に
よ
っ
て
木
を
植
え
替か

え
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
花
を
咲
か
せ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
植
物
を
た
く
さ
ん
植
え
て
い
る
西
洋
の
庭
の
方
が
、
自
然
を
豊
か
に
取
り
入
れ
て
い
る

よ
う
な
気
も
す
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
西
洋
と
日
本
の
自
然
観
の
大
き
な
ち
が
い
が
あ
る
。
西
洋
の
庭
に
植
え
ら
れ
て

い
る
草
木
は
枯
れ
れ
ば
取
り
替
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
自
然
は
交こ
う

換か
ん

可
能
な
物
と
し
て
扱あ
つ
か

わ
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
そ
こ
で
は
見
え
て
い
る
も
の
が
す
べ
て
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
枯
山
水
は
、
見
る
者
の
想
像
力
に
よ
っ
て
、
目
に
は
見
え
な
い
自
然
の
い
と
な
み
と
一
つ

に
な
る
た
め
の
人
工
的
な
装
置
だ
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
た
ん
に
、
砂
が
海
を
表
し
て
い
る
と
理
解
す
る
だ
け
で
は
足

り
な
い
。
だ
い
じ
な
の
は
、
そ
こ
に
実
際
に
水
が
た
ゆ
た
っ
て
い
る
の
を
積
極
的
に
想
像
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
押
し

広
げ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　
枯
山
水
に
は
「
主し
ゅ

石せ
き

」
と
呼
ば
れ
る
水す
い

源げ
ん

と
な
る
岩
が
あ
る
。
そ
の
岩
を
探
し
あ
て
、
そ
こ
か
ら
湧わ

き
だ
す
水
の
流

れ
を
思
い
浮
か
べ
、
そ
の
水
が
庭
を
満
た
し
、
渦う
ず

を
巻
き
、
奔ほ
ん

流り
ゅ
う

（
激
し
い
勢
い
の
流
れ
）
と
な
っ
て
山
に
打
ち
寄

①

②

京都竜安寺の石庭

＊

二

（
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（
中
五
）

せ
、
宇
宙
を
も
満
た
し
て
い
く
。
そ
ん
な
様
子
を
心
の
中
に
あ
り
あ
り
と
想
像
し
な
が
ら
、
庭
を
眺な
が

め
、
宇
宙
の
中
に

い
る
自
分
を
観か
ん

想そ
う

す
る
（
深
く
心
を
集
中
す
る
）。
そ
れ
が
枯
山
水
の
味
わ
い
方
で
あ
る
。

　
受
動
的
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
想
像
力
に
よ
っ
て
は
た
ら
き
か
け
て
、
そ
こ
に
大
海
や
宇
宙
を
創
造
し
て
い

く
。
枯
山
水
と
い
う
名
が
つ
い
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
、
け
っ
し
て
枯
れ
る
こ
と
の
な
い
水
の
流
れ
や
、
無
限
の
時
間

的
広
が
り
を
感
じ
る
た
め
の
庭
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
ど
う
し
て
石
な
の
か
。
日
本
に
は
カ
ミ
が
降
り
て
く
る
大
石
を
磐い
わ

座く
ら

（
カ
ミ
の
す
わ
る
場
所
）
と
し
て
信し
ん

仰こ
う

し
て
き
た
伝
統
が
あ
る
。
石
は
カ
ミ
の
住
ま
い
で
あ
り
、
宇
宙
の
縮
図
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
思
い
、
大
自
然
に
包
ま

れ
て
い
る
よ
う
な
心
持
ち
で
、
石
に
向
き
合
う
こ
と
が
日
本
の
庭
の
味
わ
い
方
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
石
や
砂
を
、
山
や
島
、
川
や
海
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
る
こ
と
を
「
見
立
て
」
と
い
う
。
目
の
前
に
あ

る
前
景
の
背
後
に
、
後
景
を
透す

か
し
て
見
る
。
こ
の
「
見
立
て
」
は
、
日
本
人
が
長
年
か
け
て
練
り
上
げ
て
き
た
、
美

し
さ
を
深
く
味
わ
う
た
め
の
文
化
の
エ
ッ
セ
ン
ス
（
重
要
な
部
分
）
と
い
っ
て
よ
い
。

　
盆ぼ
ん

栽さ
い

も
、
小
さ
な
鉢は
ち

植う

え
の
木
を
樹じ
ゅ

齢れ
い

数
千
年
の
老
木
に
見
立
て
て
味
わ
う
も
の
で
あ
る
。
茶
室
も
、
あ
の
狭せ
ま

い
空

間
を
仙
人
の
住
む
高こ
う

峰ほ
う

の
頂
な
ど
に
見
立
て
る
も
の
だ
。
茶さ

道ど
う

で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
の
も
「
見
立

て
」
で
あ
る
し
、
茶
道
具
で
は
な
い
ひ
ょ
う
た
ん
を
花
入
れ
に
使
っ
て
み
る
と
い
う
遊
び
心
も
「
見
立
て
」
で
あ
る
。

落
語
も
、
特
別
な
道
具
を
使
わ
ず
、
一
本
の
扇せ
ん

子す

を
箸は
し

に
見
立
て
て
そ
ば
を
す
す
っ
て
み
た
り
、
煙き
せ
る管
（
刻
み
た
ば
こ

を
吸
う
た
め
の
道
具
）
に
見
立
て
た
り
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
表
わ
す
「
見
立
て
」
の
芸
で
あ
る
。

　
見
立
て
は
、
も
と
も
と
は
漢
詩
や
和
歌
な
ど
文
芸
の
世
界
で
用
い
ら
れ
て
い
た
修し
ゅ
う

辞じ

法ほ
う

（
言
葉
を
効
果
的
に
使
っ

て
適
切
に
表
現
す
る
方
法
）
の
一
つ
だ
。
た
と
え
ば
、
古こ

今き
ん

和
歌
集
（
平
安
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
和
歌
集
）
の
つ
ぎ
の

一
首
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
。

　
冬
な
が
ら
空
よ
り
花
の
ち
り
く
る
は
　
雲
の
あ
な
た
は
春
に
や
あ
る
ら
む

　
こ
こ
で
は
冬
の
空
か
ら
散
っ
て
く
る
花
と
は
、
も
ち
ろ
ん
雪
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
花
に
見
立
て
て
、
雲
の
向
こ
う

は
、
も
う
春
な
の
だ
な
と
想
像
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
見
立
て
は
、
目
の
前
に
あ
る
有
限
な
も
の
の
奥お
く

に
、
よ
り
大
き
な
も
の
や
、
無
限
な
も
の
を
見
透
か
す
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
見
か
け
の
閉へ
い

塞そ
く

し
た
（
閉
じ
て
ふ
さ
が
っ
た
）
現
実
を
突と
っ

破ぱ

し
て
、
新
し
い
魅み

力り
ょ
く

や
美
し
さ
を
創
造

す
る
た
め
の
知
恵
で
も
あ
る
。

（
田
中
真
知
『
美
し
い
を
さ
が
す
旅
に
で
よ
う
』
に
よ
る
）

＊

＊

③

＊

＊

＊

＊

④

⑤

⑥

＊

（
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（
中
五
）

せ
、
宇
宙
を
も
満
た
し
て
い
く
。
そ
ん
な
様
子
を
心
の
中
に
あ
り
あ
り
と
想
像
し
な
が
ら
、
庭
を
眺な
が

め
、
宇
宙
の
中
に

い
る
自
分
を
観か
ん

想そ
う

す
る
（
深
く
心
を
集
中
す
る
）。
そ
れ
が
枯
山
水
の
味
わ
い
方
で
あ
る
。

　
受
動
的
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
想
像
力
に
よ
っ
て
は
た
ら
き
か
け
て
、
そ
こ
に
大
海
や
宇
宙
を
創
造
し
て
い

く
。
枯
山
水
と
い
う
名
が
つ
い
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
、
け
っ
し
て
枯
れ
る
こ
と
の
な
い
水
の
流
れ
や
、
無
限
の
時
間

的
広
が
り
を
感
じ
る
た
め
の
庭
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
ど
う
し
て
石
な
の
か
。
日
本
に
は
カ
ミ
が
降
り
て
く
る
大
石
を
磐い
わ

座く
ら

（
カ
ミ
の
す
わ
る
場
所
）
と
し
て
信し
ん

仰こ
う

し
て
き
た
伝
統
が
あ
る
。
石
は
カ
ミ
の
住
ま
い
で
あ
り
、
宇
宙
の
縮
図
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
思
い
、
大
自
然
に
包
ま

れ
て
い
る
よ
う
な
心
持
ち
で
、
石
に
向
き
合
う
こ
と
が
日
本
の
庭
の
味
わ
い
方
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
石
や
砂
を
、
山
や
島
、
川
や
海
の
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
る
こ
と
を
「
見
立
て
」
と
い
う
。
目
の
前
に
あ

る
前
景
の
背
後
に
、
後
景
を
透す

か
し
て
見
る
。
こ
の
「
見
立
て
」
は
、
日
本
人
が
長
年
か
け
て
練
り
上
げ
て
き
た
、
美

し
さ
を
深
く
味
わ
う
た
め
の
文
化
の
エ
ッ
セ
ン
ス
（
重
要
な
部
分
）
と
い
っ
て
よ
い
。

　
盆ぼ
ん

栽さ
い

も
、
小
さ
な
鉢は
ち

植う

え
の
木
を
樹じ
ゅ

齢れ
い

数
千
年
の
老
木
に
見
立
て
て
味
わ
う
も
の
で
あ
る
。
茶
室
も
、
あ
の
狭せ
ま

い
空

間
を
仙
人
の
住
む
高こ
う

峰ほ
う

の
頂
な
ど
に
見
立
て
る
も
の
だ
。
茶さ

道ど
う

で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
の
も
「
見
立

て
」
で
あ
る
し
、
茶
道
具
で
は
な
い
ひ
ょ
う
た
ん
を
花
入
れ
に
使
っ
て
み
る
と
い
う
遊
び
心
も
「
見
立
て
」
で
あ
る
。

落
語
も
、
特
別
な
道
具
を
使
わ
ず
、
一
本
の
扇せ
ん

子す

を
箸は
し

に
見
立
て
て
そ
ば
を
す
す
っ
て
み
た
り
、
煙き
せ
る管
（
刻
み
た
ば
こ

を
吸
う
た
め
の
道
具
）
に
見
立
て
た
り
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
表
わ
す
「
見
立
て
」
の
芸
で
あ
る
。

　
見
立
て
は
、
も
と
も
と
は
漢
詩
や
和
歌
な
ど
文
芸
の
世
界
で
用
い
ら
れ
て
い
た
修し
ゅ
う

辞じ

法ほ
う

（
言
葉
を
効
果
的
に
使
っ

て
適
切
に
表
現
す
る
方
法
）
の
一
つ
だ
。
た
と
え
ば
、
古こ

今き
ん

和
歌
集
（
平
安
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
和
歌
集
）
の
つ
ぎ
の

一
首
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
。

　
冬
な
が
ら
空
よ
り
花
の
ち
り
く
る
は
　
雲
の
あ
な
た
は
春
に
や
あ
る
ら
む

　
こ
こ
で
は
冬
の
空
か
ら
散
っ
て
く
る
花
と
は
、
も
ち
ろ
ん
雪
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
花
に
見
立
て
て
、
雲
の
向
こ
う

は
、
も
う
春
な
の
だ
な
と
想
像
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
見
立
て
は
、
目
の
前
に
あ
る
有
限
な
も
の
の
奥お
く

に
、
よ
り
大
き
な
も
の
や
、
無
限
な
も
の
を
見
透
か
す
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
見
か
け
の
閉へ
い

塞そ
く

し
た
（
閉
じ
て
ふ
さ
が
っ
た
）
現
実
を
突と
っ

破ぱ

し
て
、
新
し
い
魅み

力り
ょ
く

や
美
し
さ
を
創
造

す
る
た
め
の
知
恵
で
も
あ
る
。

（
田
中
真
知
『
美
し
い
を
さ
が
す
旅
に
で
よ
う
』
に
よ
る
）

＊

＊

③

＊

＊

＊

＊

④

⑤

⑥

＊

（
中
六
）

〔
問
一
〕�

　
　　
　
　線
部
①
「
日
本
と
西
洋
と
の
自
然
観
の
ち
が
い
」
に
つ
い
て
、「
自
然
観
」
と
は
自
然
に
対
す
る

考
え
方
の
こ
と
で
す
が
、
日
本
と
西
洋
と
で
は
自
然
観
は
ど
う
ち
が
う
の
で
す
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
使
っ

て
、
五
十
字
以
上
六
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

〔
問
二
〕�

　
　　
　
　線
部
②
「
こ
の
庭
を
構
成
し
て
い
る
の
は
石
と
砂
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
し
て
「
石
と

砂
」
な
の
で
す
か
。
そ
の
理
由
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
　
見
る
者
が
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
や
す
く
す
る
た
め
。

　
　
　
　
イ
　
植
物
の
よ
う
に
枯
れ
な
い
の
で
取
り
替
え
る
必
要
が
な
い
た
め
。

　
　
　
　
ウ
　
石
か
ら
湧
き
だ
す
水
の
流
れ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
さ
せ
る
た
め
。

　
　
　
　
エ
　
昔
か
ら
石
は
カ
ミ
の
住
ま
い
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
た
め
。

〔
問
三
〕�

　
　　
　
　線
部
③
「
目
の
前
に
あ
る
前
景
の
背
後
に
、
後
景
を
透
か
し
て
見
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
　　
　
　線

部
④
の
短
歌
に
お
い
て
「
前
景
」
と
「
後
景
」
に
当
た
る
も
の
は
何
で
す
か
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

〔
問
四
〕�

　
本
文
中
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
入
る
こ
と
ば
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
　
お
茶
と
お
菓
子
の
調
和
を
重
ん
じ
る

　
　
　
　
イ
　
茶
道
具
の
作
者
に
お
も
い
を
は
せ
る

　
　
　
　
ウ
　
一
杯
の
茶
の
中
に
宇
宙
が
あ
る

　
　
　
　
エ
　
伝
統
的
な
作
法
を
忠
実
に
守
る

〔
問
五
〕�

　
　　
　
　線
部
⑤
「
目
の
前
に
あ
る
有
限
な
も
の
」
・
　　
　
　線
部
⑥
「
よ
り
大
き
な
も
の
や
、
無
限
な
も

の
」
と
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
「
枯
山
水
」
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
何
に
当
た
り
ま
す
か
。
　　
　
　線
部
⑤

は
三
字
で
、
　　
　
　線
部
⑥
は
三
十
字
以
内
で
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

（
35）



−中 7−

１ 		　次の文章を読んで，あとの問 １～問 ５に答えなさい。

問 １ 	　文章中の（　Ｘ　）には，外国の河川と比べた日本の河川の特
とくちょう

徴を説明する文章が入ります。

図 １を参考に 20 字以内で説明しなさい。

　日本列島は中央に高い山々がつらなり，そこから流れ出す河川は，外国の河川と比べて	

（　Ｘ　）となっています。河川の河口付近には①平野が形成され，そこでは，多くの人々が

生活し，②農業や③工業が行われています。また，④日本の気候は，ほとんどが温帯に属して

いて，四季の変化がはっきりとしています。

【図 １】
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（km）

200 400 600 800 1000
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コロラド川

※『国土交通省HP　河川事業概要 2006』をもとに作成

社 会 問 題（36）
午後入試　適性問題（社会）
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−中 8−

問 2 	　下線部①について，図 2 のＡ～Ｄの平野について説明した文として正しいものを，次のア～エ

のうちから一つ選びなさい。

　　　ア　Ａ	の平野には，夏に雨が少なく，かんがい設備としての，ため池が多くみられる。

　　　イ　Ｂの平野には，洪水から家や田畑を守るため，まわりを堤
ていぼう

防で囲んだ輪
わじゅう

中がある。

　　　ウ　Ｃの平野には，クリークとよばれる水路がみられる。

　　　エ　Ｄの平野では，泥
でいたんち

炭地が多く排水と客
きゃくど

土による土地改良が行われた。

【図 2】

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

（37）
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問 ３ 	　下線部②について，次の表 １ は，米の収穫量の上位 ５ 位までの都道府県と全国に占める割合を

あらわしています。表 １ 中のＹに入る都道府県として正しいものを，下のア～エのうちから一つ

選びなさい。ただし，都道府県の縮
しゅくしゃく

尺は変更しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【表 １】

都道府県 割合（％）

１位 　Ｙ　県 8.6

2 位 北海道 7.7

３ 位 秋田県 6.8

４ 位 山形県 ５.2

５ 位 宮城県 ４.9

※統計は 2020 年。『日本国勢図会 202１/22』をもとに作成。

ア イ

ウ エ

（38）
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ア イ

ウ エ

−中 10 −

問 ４ 	　下線部③について，次ページの図 ３ のＡ～Ｃは，それぞれ自動車工場，半
はんどうたい

導体工場，セメント

工場のいずれかのおもな分布をあらわしています。各工場の分布とＡ～Ｃとの正しい組み合わせ

を，下の文章を参考にして，次ページのア～カのうちから一つ選びなさい。

　自動車といえば，愛知県の豊田市が有名です。

　半導体は，スマートフォン，コンピューター，家電製品など，さまざまな機器に使

用されていて，軽量で高価であるため，空港や高速道路を利用することが多く，工場

は，東北地方や九州地方に広く分布しています。

　セメント工場は，原料の石灰岩が多くとれる山口県などに多く分布しています。

（39）
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【図 ３】

　　　　　　　　Ａ　　

　　　　　　　　Ｂ　　

　　　　　　　　Ｃ　　

　　　　　　　　　　　※統計は 2020 年　『日本国勢図会 202１/22』をもとに作成。

ア イ ウ エ オ カ

自動車工場 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ

半導体工場 Ｂ Ｃ Ａ Ｃ Ａ Ｂ

セメント工場 Ｃ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ

（40）
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【図 ３】

　　　　　　　　Ａ　　

　　　　　　　　Ｂ　　

　　　　　　　　Ｃ　　

　　　　　　　　　　　※統計は 2020 年　『日本国勢図会 202１/22』をもとに作成。

ア イ ウ エ オ カ

自動車工場 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ

半導体工場 Ｂ Ｃ Ａ Ｃ Ａ Ｂ

セメント工場 Ｃ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ

−中 12 −

問 ５ 	　下線部④について，日本の気候について説明した文として誤っているものを，次のア～エの	
うちから一つ選びなさい。

　　　ア	　夏は南東から，冬は北西からの季節風が吹くため，夏は日本海側で雨が多く，冬は太平洋

側で雪が多い。

　　　イ　北海道は，亜寒帯に属し，冬の寒さが厳しく，梅雨はみられない。

　　　ウ　長野県などの中央高地の気候は，夏と冬の寒
かんだんさ

暖差が大きく，降水量が比
ひかくてき

較的少ない。

　　　エ　 7月から １0 月にかけて，熱帯低気圧が発達した台風の影響を大きく受ける地域がある。

（41）



−中 13 −

2 		　ゆいさんのクラスでは，それぞれの時代の特色についての調べ学習を行いました。次のＡ～Ｅ
は，その学習内容をまとめたカードです。これを読んで，あとの問 １～問 7に答えなさい。

問 １ 	　下線部①について，弥生時代について説明した文として誤っているものを，次のア～エのうち
から一つ選びなさい。

　　　ア　収
しゅうかく

穫した米は高
たかゆか

床倉
そう こ

庫に保管された。

　　　イ　模様が少なく，うすくてかたい土器が使用された。

　　　ウ　鉄器が武器や農具として使用された。

　　　エ　はにわをつくり，豊作を願った。

Ａ
①弥生時代には，米づくりを基礎とする社会が日本列島に生まれました。佐賀県の	

②吉
よ し の が り

野ケ里遺
いせき

跡は，この時代の代表的な遺跡です。

Ｂ
京都に幕府がおかれ，貴族文化と武家文化がまじりあった文化が生まれました。その	

文化は，応
おうにん

仁の乱によって地方へも広がっていきました。

Ｃ
中国にならって新しくつくられた法律によって，天皇を中心として全国を支配するしく

みが整えられ，人々はさまざまな③税や兵役などを負担しました。

Ｄ
漢字から「かな文字」がつくられたことによって，日本人独自の感情が自由に表現され

るようになり，④日本風の文化が栄えました。

Ｅ 江戸時代は，幕府が大名をしたがえ，⑤鎖
さこ く

国とよばれる政策を行いました。

（42）
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−中 14 −

問 2 	　下線部②について，次の図 １・ 2 は，復元された吉野ケ里遺跡のものです。集落が堀やさくで

囲まれている理由を，20 字以内で説明しなさい。

問 ３ 	　下線部③について，Ｃの時代の税について説明した文として誤っているものを，次のア～エの
うちから一つ選びなさい。

　　　ア　織物や地方の特産物を納めた。

　　　イ　年間に １0 日間都で働くか，布を納めた。

　　　ウ　稲の収穫高の約 ３％を納めた。

　　　エ　検地によって決められたお金を納めた。

問 ４ 	　下線部④について，Ｄの時代の文化にあてはまる人物として正しいものを，次のア～エのうち

から一つ選びなさい。

　　　ア　雪舟　　　イ　歌川広重　　　ウ　千利休　　　エ　清少納言

問 ５ 	　下線部⑤について，江戸幕府が鎖国を行った理由を，20 字以内で説明しなさい。

【図 2】【図 １】

（43）
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問 6 	　次の図 ３ は，足利義政が将軍の時代に建てられたものです。この建物が建てられた時代として

正しいものを，Ａ～Ｅのうちから一つ選びなさい。

問 7 	　Ａ～Ｅのカードを，時代順に並べかえなさい。ただし，はじめはＡ，終わりはＥとします。

【図 ３】

（44）
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−中 16 −

３ 		　次の文は，日本国憲法の前文をわかりやすくしたものの一部です。これを読んで，あとの問 １～
問 ４に答えなさい。

問 １ 	　下線部①について，現在の日本では，選挙において投票できる年齢は何歳以上ですか。数字で

答えなさい。

問 2　下線部②について，次の（ １）	（ 2 ）の各問いに答えなさい。

（ １）国会の仕事として誤っているものを，次のア～エのうちから一つ選びなさい。

　　　ア　法律を定める。　　　　　　　　イ　裁
さいばんしょ

判所の裁判官を裁判する。

　　　ウ　内閣総理大臣を指名する。　　　エ　最高裁判所長官を指名する。

（ 2 	）国会には衆議院と参議院があります。衆議院と参議院の違いの例を一つ答えなさい。

　日本国民は，正しく行われた①選挙によって選ばれた代表者が集まる②国会のもとで，	

わたしたちとわたしたちの子孫のために，世界の人々と仲良く協力しあい，自由のもたらす

恵みを国土の全体にわたって確かなものにし，政府によってふたたび戦争がひきおこされる

ことがないように決意し，主権が国民にあると宣言して，この③憲法を制定します。

　日本国民は，永遠に④平和であることを願っています。世界の人々がそれぞれ尊敬しあい，

平和を愛し信頼することで，日本の安全といのちを守っていこうと決めました。

（45）
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問 ３ 	　下線部③について，日本国憲法で保
ほしょう

障されている基本的人権として誤っているものを，次の	
ア～エのうちから一つ選びなさい。

　　　ア　健康で文化的な生活を営む権利をもっている。

　　　イ　教育を受ける権利をもっている。

　　　ウ　居住する場所や職業が決められている。

　　　エ　言論や集会の自由が認められている。

問 ４ 	　下線部④について，戦争と原
げんばく

爆の悲
ひげ き

劇をくり返さないために，国会で決議した「非核三原則」

とは何か，三つすべて答えなさい。

（46）
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−中 1−

� �　次の　　　　　に最も適切な数を入れなさい。

� （ 1 ）�　0.4×（　　−0.125）÷　　＝　　　　　

� （ 2 ）�　　　mm2�のかべをぬるのに，ペンキを　　ddLL�使いました。このペンキ�5 ddLL�では　�

　　　　mm2�のかべがぬれました。

� （ 3 ）�　2.6 hhRR�は　　　　　mm2�です。

� （ 4 ）�　右の図の斜線部分の面積は　　　　　ccmm2�です。
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� �　ある国では，次に示すルールにしたがって年に名前をつけています。

� 【表】

� 　「色」

� 　「動物」

� 【ルール】

� 　①�　年に【表】の「色」と「動物」を�1�つずつ組み合わせて名前をつける。

� 　　　　例．（金，へび），（白，ひつじ）

� 　②�　毎年，前の年の名前の「色」と「動物」を【表】のそれぞれ番号の順に�1�つずつ進め

ていく。どちらも最後まで進んだら，再び最初に戻る。

� 　　　　例 1．（赤，ねずみ）→（青，うし）→（黄，とら）→ ・・・

� 　　　　例 2．�（灰，とり）→（赤，いぬ）→（青，いのしし）→（黄，ねずみ）→ ・・・

� �　このとき，次の問いに答えなさい。

� （ 1 ）�　ある（赤，ねずみ）の年から，次の（赤，ねずみ）の年になるのは何年後ですか。

� （ 2 ）�　ある年の名前が（黒，ひつじ）のとき，その�45�年後の年の名前を答えなさい。

� （ 3 ）�　この国の�1924�年が（赤，ねずみ）の年のとき，2010�年の名前を答えなさい。

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

赤 青 黄 白 黒 金 銀 緑 茶 灰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ねずみ うし とら うさぎ りゅう へび うま ひつじ さる とり いぬ いのしし

（48）
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� �　次の問いに答えなさい。

� （ 1 ）�　対角線の長さが�2 ccmm�である正方形の面積を求めなさい。

� （ 2 ）�　下の図の四角形�ABCD�は対角線�AC�と�BD�が点�E�で垂直に交わっています。AC�の

長さが�a ccmm，BD�の長さが�b ccmm�のとき，四角形�ABCD�の面積は�　　×a×b ccmm2�と�
なることを説明しなさい。

� 　　　説明には図を利用してもかまいません。

3

1
2

Ａ

Ｃ

ＤＢ
Ｅ

（49）
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1 ��　次の文章を読んで，問 1～問 4に答えなさい。

　　�　私たち人間を含めたさまざまな生き物は，陸上，海中など地球上のさまざまな場所で，まわり

の生き物と関係をもちながらくらしています。植物から草食動物，草食動物から肉食動物の間に

は「食べる・食べられるの関係」（食物連
れんさ

鎖）が成り立っており，生き物の数はバランスがとれて

います。また，同じような食物を食べたり，同じような場所に暮らしたりする生き物どうしは，

その資源をめぐっておたがいに競争します。強い生き物は勝ち残り，弱い生き物は数量が減少し，

場合によっては全
ぜんめつ

滅します。環
かんきょう

境を破
は

壊
かい

し，生き物に影響をあたえることを「かく乱」と言いま

す。かく乱には台風や山火事，土砂くずれのような自然現象によるものに加え，河川の工事，宅

地開発など，人間の活動によるものもあります。

問 1 �　人間による外来生物の移入も，かく乱の一種です。外来生物とは，もともと国内には存在しな

かった生き物のことを言います。外来生物の例として，アメリカザリガニがあります。アメリカ

ザリガニは，日本固有の生き物であるニホンザリガニとの競争に勝ち，今では自然界に見られる

ザリガニのほとんどがアメリカザリガニです。

　（ 1 �）アメリカザリガニは，なぜニホンザリガニとの競争に勝ったのでしょうか。ニホンザリガニ

と比
ひか く

較したアメリカザリガニの特
とくちょう

徴を説明した次の文章の（　①　）～（　③　）にあてはま

る語句を，ア・イから 1つずつ選び，それぞれ記号で答えなさい。

　　�　『アメリカザリガニの方が，大きさは（　①：ア．小さく，イ．大きく　），はさみにトゲが�

（　②：ア．なく，イ．あり　），一度に産む卵の数が（　③：ア．少ない，イ．多い　）。』

　（ 2 �）ある池で図 1 のような食物連鎖が成り立っているとします。例えばＡ→Ｂは，ＡがＢに食�

べられることを示しています。この池で，アメリカザリガニを大量に放流したとすると，メダ

カ，オタマジャクシ，ミジンコの数量はそれぞれどうなると考えられるか答えなさい。ただし，

以下の 4種の生き物以外の影響は考えないとします。

図 1

アメリカザリガニ

オタマジャクシ

ミジンコ

メダカ

理 科 問 題（50）
午後入試　適性問題（理科）



−中 5−

1 ��　次の文章を読んで，問 1～問 4に答えなさい。

　　�　私たち人間を含めたさまざまな生き物は，陸上，海中など地球上のさまざまな場所で，まわり

の生き物と関係をもちながらくらしています。植物から草食動物，草食動物から肉食動物の間に

は「食べる・食べられるの関係」（食物連
れんさ

鎖）が成り立っており，生き物の数はバランスがとれて

います。また，同じような食物を食べたり，同じような場所に暮らしたりする生き物どうしは，

その資源をめぐっておたがいに競争します。強い生き物は勝ち残り，弱い生き物は数量が減少し，

場合によっては全
ぜんめつ

滅します。環
かんきょう

境を破
は

壊
かい

し，生き物に影響をあたえることを「かく乱」と言いま

す。かく乱には台風や山火事，土砂くずれのような自然現象によるものに加え，河川の工事，宅

地開発など，人間の活動によるものもあります。

問 1 �　人間による外来生物の移入も，かく乱の一種です。外来生物とは，もともと国内には存在しな

かった生き物のことを言います。外来生物の例として，アメリカザリガニがあります。アメリカ

ザリガニは，日本固有の生き物であるニホンザリガニとの競争に勝ち，今では自然界に見られる

ザリガニのほとんどがアメリカザリガニです。

　（ 1 �）アメリカザリガニは，なぜニホンザリガニとの競争に勝ったのでしょうか。ニホンザリガニ

と比
ひか く

較したアメリカザリガニの特
とくちょう

徴を説明した次の文章の（　①　）～（　③　）にあてはま

る語句を，ア・イから 1つずつ選び，それぞれ記号で答えなさい。

　　�　『アメリカザリガニの方が，大きさは（　①：ア．小さく，イ．大きく　），はさみにトゲが�

（　②：ア．なく，イ．あり　），一度に産む卵の数が（　③：ア．少ない，イ．多い　）。』

　（ 2 �）ある池で図 1 のような食物連鎖が成り立っているとします。例えばＡ→Ｂは，ＡがＢに食�

べられることを示しています。この池で，アメリカザリガニを大量に放流したとすると，メダ

カ，オタマジャクシ，ミジンコの数量はそれぞれどうなると考えられるか答えなさい。ただし，

以下の 4種の生き物以外の影響は考えないとします。

図 1

アメリカザリガニ

オタマジャクシ

ミジンコ

メダカ

理 科 問 題

−中 6−

問 2　図 2より，かく乱の程度によって，生き物の種数が変化することがわかります。

　（ 1）�　かく乱が強過ぎる場合，生き物にどのような影響が与えられて，種数が少なくなると考えら

れますか。

　（ 2）　かく乱が弱過ぎても生き物の種数が少なくなるのはなぜだと考えられますか。

問 3 �　森林を定期的に一部分を伐
ばっさい

採すると，植物の成長に必要なある環境が変化することによって，

それまで数量が少なかった植物が新しく生えることがあります。どのような環境がどう変化する

と考えられますか。

問 4 �　次のア～エの取り組みが，日本の自然環境を守る取り組みとして正しい場合は〇を，誤ってい

る場合は×をそれぞれ記入しなさい。

　　ア�．琵
び わ

琶湖
こ

に生息するブラックバス（北アメリカ由来の生き物）の数量を減らすため，ブラック

バスを使った魚料理を提供する。

　　イ�．イリオモテヤマネコ（沖
おきなわ

縄県西
いりおもて

表島固有の生き物）の数量が近年減少しているので，えさと

してグリーンアノール（北アメリカ由来の生き物）を沖縄の森に放す。

　　ウ�．地球温暖化対策として，道路のわきの斜面を植物でおおうため，シナダレスズメガヤ（南ア

フリカ由来の植物）という，根を強くはる植物を全体に植える。

　　エ�．日本産ヒラタクワガタと，東南アジア産ヒラタクワガタを交尾させ，生まれた新しいクワガ

タ（雑種）を公園の木に放す。

図 2

かく乱の強さ 強い→←弱い

生
き
物
の
種
数

↑
多
い

少
な
い
↓
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2 ��　次の〔Ⅰ〕，〔Ⅱ〕の問 1～問 4に答えなさい。

〔Ⅰ〕物体に力がはたらくと，物体の動きかたが変わったり，物体の形が変わったりします。

問 1 �　同じ向きの力が物体にはたらくとき，物体の変形のようすをもとにその力の大きさを調べるこ

とができます。この原理で物体の重さ（地球から物体にはたらく重力の大きさ）を測定する器具

の例を 1つ答えなさい。

問 2 �　力を加えるとある点のまわりに物体が回転しようとします。そのようすをもとに力の大きさを

調べることができます。

　（ 1 �）図 1 の①～④で，棒にはたらく力は，回転軸
じく

を中心として，棒をどのように回転させるはた

らきがありますか。次のア～ウから 1 つずつ選び記号で答えなさい。図 1 の中の矢印の始点は

力がはたらいている点を，矢印の向きは力の向きを表しています。

　　　ア．回転軸を中心として時計回り（右回り　　）に回転させる。

　　　イ．回転軸を中心として反時計回り（左回り　　）に回転させる。

　　　ウ．回転軸を中心として回転させるはたらきはない。

　（ 2 �）材質が一定で重さが 30ｇのまっすぐで形が変わらない細い棒があります。その棒には等間隔
かく

のめもりがついており，中央をＯ点とします。めもりのついた位置を糸でつるすことができ，

また，めもりのついた位置から糸でおもりや物体をつるすことができます。

　　　�　Ａ君は，この棒と糸と 20ｇのおもりを使い，Ｂ君は，この棒と糸だけを使い，ある物体の重

さを測定しました。その結果，物体の重さは 60ｇでした。なお，Ａ君もＢ君も測定のとき棒が

水平になっていました。糸の重さは考えないものとします。

　　　①�　Ａ君はどのようにして物体の重さが 60ｇであることがわかっ

たと考えられますか。解答欄
らん

の図中には，棒と，棒をつるした

糸がかかれています。図 2のような糸とおもりと物体を図にか

きたして，測定のときの様子を表しなさい。ただし，解答がい

くつか考えられる場合，そのうちの 1つをかきなさい。

①

回転軸

棒

力
② ③ ④

図 1

糸 おもり 物体

図 2

（52）
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　　　②�　Ｂ君はどのようにして物体の重さが 60ｇであることがわかったと考えられますか。解答欄の

図中には，棒と，棒をつるした糸がかかれています。図 2のような糸と物体を図にかきたして，

測定のときの様子を表しなさい。ただし，解答がいくつか考えられる場合，そのうちの 1つを

かきなさい。

〔Ⅱ�〕空気中を伝わる音は，物体に起こった振
しんどう

動がまわりの空気に伝わり，空気中をその振動が伝

わっていく現象です。聞こえる音の高さは伝わっている振動の速さに関係があります。速い振動

が伝わっているとき，高く聞こえ，ゆっくりとした振動が伝わっているとき，低く聞こえます。

問 3 �　木
もっきん

琴や大
おおだいこ

太鼓・小太鼓を思い出して，次の文章の（　①　）～（　②　）にあてはまる語句を�

ア・イから 1つずつ選び，それぞれ記号で答えなさい。

　　�　『物体に起こる振動は，物体が大きいほど（　①：ア．速い，イ．ゆっくりとした　）振動であ

り，その物体の振動によって聞こえる音は（　②：ア．高い，イ．低い　）。』

問 4 �　図 3はＡ君とＢ君の位置を表しています。 2人は左

右に離
はな

れた位置で，Ｂ君がトライアングルを鳴らし，

Ａ君がその音を聞きます。このとき，Ａ君とＢ君が右

向きまたは左向きに動くと，Ａ君に聞こえる音が高く

なったり低くなったりしました。

　　�　聞こえる音が高くなったのは，「Ａ君は右向きに，Ｂ君は左向きに動くとき」，「Ａ君もＢ君も�

右向きに動きＡ君の速さのほうが大きいとき」，「Ａ君もＢ君も左向きに動きＢ君の速さのほうが

大きいとき」，でした。

　　�　聞こえる音が低くなったのは，「Ａ君は左向きに，Ｂ君は右向きに動くとき」，「Ａ君もＢ君も�

右向きに動きＢ君の速さのほうが大きいとき」，「Ａ君もＢ君も左向きに動きＡ君の速さのほうが

大きいとき」，でした。

　　�　ここで，図 4のようにＡ君とＢ君の位置を反対にし

ました。Ａ君は秒速 ５ｍで，Ｂ君は秒速 3ｍで，次の

ア～エのように動くとき，Ａ君に聞こえる音が高くな

るか低くなるかを答えなさい。

　　ア．Ａ君は右向きに，Ｂ君は左向きに動くとき。

　　イ．Ａ君は左向きに，Ｂ君は右向きに動くとき。

　　ウ．Ａ君もＢ君も右向きに動くとき。

　　エ．Ａ君もＢ君も左向きに動くとき。

Ａ Ｂ

図 3
左 右

左 右

Ｂ Ａ

図 4
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3

4

〔
問
五
〕

〔
問
六
〕

〔
問
七
〕

〔
問
六
〕

〔
問
七
〕

〔
問
二
〕

〔
問
三
〕

か
ら
。

か
ら
。

〔
問
八
〕
Ｘ

〔
問
二
〕
ａ

ｂ

〔
問
三
〕

〔
問
八
〕

〔
問
九
〕

ｃ

ａ

ｂ

ｃ

Ｘ

Ｙ

〔
問
九
〕

Ｚ
　

Ｙ

記号

①
言葉

意味

②
言葉

意味

③
言葉

意味

④
言葉

意味

⑤
言葉

意味

Ⅱ
記号

（
２
）

（
１
） 結

果

複

雑

イ

ウ

エ

エ

農
山
村
に
は
人
が
少
な
く

近
づ
き
た
く
な
い
場
所
　

山
の
果
実
が
不
作
だ
っ
た

人
を
恐
れ
な
い
ク
マ
　
　

事
実
の
確
認

広
い
視
野
に
立
っ
て
長
い
時
間
で
も
の
ご
と
を
と
ら
え
る
こ
と
　

ク
マ
が
減
少
し
て
お
り
、
保
護
が
必
要
な
動
物
と
さ
れ
て
い
る
状
況
。
　
　
　

登
山
者
は
訓
練
を
し
、
長
い
道
の
り
を
歩
い
て
山
に
入
る
こ
と
。
　
　
　
　
　

山
菜
を
と
る
と
き
は
一
部
を
と
っ
て
地
下
部
を
残
す
よ
う
に
す
る
こ
と
。
　
　

イ

ア

ウ

オ

ウ

ア

エ

顔

ア

マ
マ
は
ひ
と
に
頼
り
た
く
な
か
っ
た
　

マ
マ
に
自
分
を
追
い
つ
め
な
い
で
ほ
し
い

声
を
裏
返
ら

家
族
三
人
に
こ
や
か
に
笑
う
生
命
保
険
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
世
界

エ

ア

イ

ク

キ

イ

い
た
だ
い
た

ウ

調
べ
ら
れ
た
の
で
す
が

エ

Ｂ

ア

Ｃ

イ

Ｅ

オ

Ａ

ウ

Ｄ

建　

設

製　

品

綿　

毛

演　

技

豊　

富

燃　

料

暗　

証

対　

象

縦　

断

校　

旗

浴

帯

包

構

済

令和 5 年度　中学校　午前入試　　 　 　解答例国語
（56）



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

氏
名

受
験
番
号

千
百
十
一

令和 5年度　近畿大学附属和歌山中学校入学試験（午前）　解答用紙

算数

合

計

採 点 欄

1

（1） （2） （3）

（4） （5） （6）

（7）

（10）

（8） （9）

1

3

（1） 分後分速

分後

（2）

（3）

（1） （2）

（3）

3

（1） 発 発

時　　　　　　分　　　　　　秒

（2）

（3）

5

4

4

5

倍 倍

個 個

通り

（1）

（3）

（2）

（4）

（5）

2

2（ア） （イ）

ｍ

番目

25 75

100 270 3750

673 42 102

6.28

0.2 2

6 5

4 14

80 13

25

5 98

402

235 1175

8 24 56

　8　
255

令和 5 年度　中学校　午前入試　　 　 　解答例算数
（57）



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

氏
名

受
験
番
号

千
百
十
一

令和 5年度　近畿大学附属和歌山中学校入学試験（午前）　解答用紙

理科

合

計

採 点 欄

1

1

3

3

4

4

2

2

問 7 夏至 問 7 冬至

問 6（ 1）ａ 問 6（ 1）ｂ 問 6（ 1）ｃ 問 6（ 1）ｄ 問 6（ 2） 問 6（ 3）

問 1 問 2 問 3 問 4

問 1 A 問 1 B 問 2 東 問 2 南 問 3

問 3 Ｄ

問 4 Ｅ 問 4 Ｆ 問 5（ 1）単子葉類 問 5（ 1）双子葉類 問 5（ 2）

問 2 Ａ 問 2 Ｂ

問 3 Ｃ

g

時 度 cm

度

kcal kcal

kcalg g ℃

問 6（ 1） 問 6（ 2） 問 7（ 1） 問 7（ 2）

問 1 ① 問 1 ② 問 1 ③ 問 1 ④

問 1 ① 問 1 ② 問 2 問 3

問 4（ 1） 問 4（ 2） 問 5

問 4 問 5 問 6 問 7

問 8 問 9 炭素（黒鉛） 問 9 プロパン 問 10

問 5 問 6 問 7

cm

cm cm

問 8 問 9 問 10

cm cm

秒

種子 ら子 ひ子 り弁花 エ ウ

子ぼうがなく，はいしゅがむき出しになっている。 はいしゅが子ぼうにつつまれている。

カ オ ひげ根 主根と側根 イ，ウ

道管 酸素 二酸化炭素

水 二酸化炭素 ア ウ，オ

80 35 88 156

13 2.1 4 プロパン

西 東 イ ウ 90

12 55 100

北 北 南 南 Ｙ Ｙ

60 エ 200 オ

48 誤差を少なくするため。 3

オ 12 32

令和 5 年度　中学校　午前入試　　 　 　解答例理科
（58）



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

氏
名

受
験
番
号

千
百
十
一

令和 5年度　近畿大学附属和歌山中学校入学試験（午後）　解答用紙

適性問題（国語）

合 計

採
点
欄

一二
〔
問
一
〕

〔
問
一
〕

〔
問
三
〕

〔
問
五
〕

2

3 〔
問
二
〕

〔
問
六
〕

〔
問
二
〕

〔
問
五
〕

〔
問
七
〕

Ａ

⑤⑥

Ⅰ

〔
問
三
〕

Ｂ

Ｃ

Ⅱ

Ｄ

〔
問
四
〕

前
景

後
景

〔
問
四
〕

ア

お

の

れ

も

月

蛬

赤

蜻

蛉

エ

イ

ウ

石

の

上

に

じ

っ

と

と

ま

っ

て

い

る
　

　

エ

夏

秋

西

洋

は

、

見

え

て

い

る

自

然

が

す

べ

て

で

あ

る

が

、

日

本

は

、

見

る

者

の

想

像

力

に

よ

っ

て

目

に

は

見

え

な

い

自

然

の

営

み

を

想

像

す

る

。
　

　

　

　

　

　

　

イ

雪

花

ウ

石

と
（
や
）

（
や
）

砂

け

っ

し

て

枯

れ

る

こ

と

の

な

い

水

の

流

れ

や

、

無

限

の

時

間

的

広

が

り
　

　

　

令和 5 年度　中学校　午後入試　適性問題（国語）　解答例
（59）



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

氏
名

受
験
番
号

千
百
十
一

令和 5年度　近畿大学附属和歌山中学校入学試験（午後）　解答用紙

適性問題（社会）

合

計

採 点 欄

1

3

2

2

3

1 問 1

問 2 問 3 問 4 問 5

問 2

問 1

問 3 問 4

問 5

問 7問 6

問 2（ 2）問 2（ 1）問 1

問 4問 3

A　→　　　　　→　　　　　→　　　　　→　E

核兵器を

日 本 の 河 川 は ， 流 れ が 急 で 短 い 。 　 　 　 　 　

イ エ カ ア

エ

外 敵 の し ん 入 を 防 ぐ た め 。 　 　 　 　 　 　 　 　

エ エ

キ リ ス ト 教 を は い 除 す る た め 。 　 　 　 　 　 　

Ｂ Ｃ Ｄ Ｂ

18 エ 議員数，任期，解散の有無　など

ウ 持たず つくらず 持ちこませず

令和 5 年度　中学校　午後入試　適性問題（社会）　解答例
（60）



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

氏
名

受
験
番
号

千
百
十
一

令和 5年度　近畿大学附属和歌山中学校入学試験（午後）　解答用紙

適性問題（算数）

合

計

採 点 欄

1

（1）

（3）

（2）

（4）

（1）

（3）

（1）

（2）

（2）

1

3

3

2

2
年後

色 動物

（ ），

cm2

Ａ

Ｃ

ＤＢ
Ｅ

色 動物

（ ），

26000 18

60 灰 りゅう

銀 とら

2

上の図のように，四角形 ABCD を 2 つの対角線に平行な直線で囲んで

できる長方形 FGHI を作ります。

この長方形 FGHI の面積は，a×b cm2 です。

辺 AB，BC，CD，DA は長方形 FGHI の内側にある 4 つの長方形の

面積をそれぞれ 2 等分するので，長方形 FGHI の面積は，求める四角

形 ABCD の 2 倍となります。つまり，　 　 ×a×b cm2 です。（終）

1
2

9
2

1
2

Ｆ

Ｇ

Ｉ

Ｈ

令和 5 年度　中学校　午後入試　適性問題（算数）　解答例
（61）



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

氏
名

受
験
番
号

千
百
十
一

令和 5年度　近畿大学附属和歌山中学校入学試験（午後）　解答用紙

適性問題（理科）

合

計

採 点 欄

1

2

1

2

問 2（ 1）

問 2（ 2）

問 3

問 1（ 1）① 問 1（ 1）② 問 1（ 1）③

問 2（ 1）① 問 2（ 1）② 問 2（ 1）③

問 1

問 4 ア 問 4 イ 問 4 ウ 問 4 エ

問 2（ 1）④

問 3 ① 問 3 ②

問 1（ 2）メダカ 問 1（ 2）オタマジャクシ 問 1（ 2）ミジンコ

問 4 ア 問 4 イ 問 4 ウ 問 4 エ

問 2（ 2）① 問 2（ 2）②

Ｏ Ｏ

イ イ イ

減少する 減少する 増加する

多くの生き物が食物や生息場所を失う。

強い生き物が競争に勝ち，それ以外の生き物の数量が減少するから。

地面に当たる光が増加する。

○○ × × ×

ばねはかり

イ イ ア ウ

イ イ

低くなる 高くなる 低くなる 高くなる

令和 5 年度　中学校　午後入試　適性問題（理科）　解答例
（62）




