
平成31年度　入学試験（ ２月 4日実施）

国　語
［40分］

［注意事項］

１．試験開始の合図があるまで、この問題用紙は開かないでください。
２．解答は、すべて解答用紙に記入してください。
３．問題は １ページ〜１4ページの合計１4ページあります。
　　ページが抜

ぬ

けていたら、すみやかに手を上げ、監
かん

督
とく

の先生に申し出てください。
4．解答の際、句読点、括

かっこ

弧などの記号は字数に含
ふく

むものとします。

東京農業大学第一高等学校中等部
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一	
次
の
①
～
④
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
、
⑤
～
⑧
の
傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら

が
な
で
答
え
な
さ
い
。
ま
た
、
送
り
が
な
が
必
要
な
場
合
は
送
り
が
な
を
付
し
な
さ
い
。

①　

ス
イ
ス
は
エ
イ
セ
イ
中
立
国
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
。

②　

や
る
気
の
な
い
生
徒
に
フ
ン
キ
を
促
す
。

③　

研
究
の
成
果
を
本
に
ア
ラ
ワ
ス
。

④　

連
絡
後
、
タ
ダ
チ
ニ
参
上
す
る
。

⑤　

利
益
を
友
人
と
折
半
す
る
。

⑥　

強
情
な
性
格
の
せ
い
で
損
を
す
る
。

⑦　

先
祖
の
供
養
を
す
る
。

⑧　

皮
革
製
品
の
持
ち
込
み
は
禁
止
で
す
。

二	

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。（
設
問
の
都
合
上
、
本
文
を
一
部
省
略
し
て
あ
り

ま
す
）

　

能
に
ａ

喚
起
さ
れ
る
妄
想
力
は
、
観
客
を
物
語
の
世
界
に
引
き
こ
む
だ
け
で
は
な
く
、
見
知
ら
ぬ
土
地
に
連

れ
て
行
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、
昔
の
人
は
生
ま
れ
た
土
地
か
ら
そ
う
遠
く
ま
で
行
く
こ
と
は
か

な
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
未
知
の
土
地
へ
の
好
奇
心
は
募
っ
て
い
く
も
の
。
昔
は
そ
れ
を
満
た
す
方
法

の
ひ
と
つ
が
能
だ
っ
た
の
で
す
。

　
『
雲う

ん

林り
ん

院い
ん

』
と
い
う
曲
が
能
に
あ
り
ま
す
。『
伊い

勢せ

物も
の

語が
た
り』
を
読
む
の
が
好
き
な
青
年
・
芦あ
し
や
の
き
ん
み
つ

野
公
光
が
、
京
都

の
雲
林
院
を
訪
れ
、
美
し
い
桜
の
枝
を
折
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
一
人
の
老
人
が
現
れ
ま
す
。
老
人
は
、
古
い

和
歌
を
詠
ん
で
枝
を
折
る
の
を
止
め
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
公
光
の
方
も
和
歌
で
返
し
、
歌
で
の
応

酬
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
に
、
こ
の
老
人
は
平
安
時
代
の
歌
人
、
在
原
業
平
の
幽
霊
だ
と
わ
か
る
。
業
平

は
『
伊
勢
物
語
』
の
作
者
だ
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

業
平
の
幽
霊
は
、「
こ
の
木
陰
で
寝
て
待
て
」と
言
っ
て
霞
と
と
も
に
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
待
っ
て
い
る
と

今
度
は
貴
公
子
の
身
な
り
を
し
た
在
原
業
平
（
こ
れ
も
当
然
幽
霊
）
が
現
れ
て
『
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
語
り
、

舞
い
出
し
ま
す
。

　
『
伊
勢
物
語
』は
、
都
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
信
濃
を
巡
り
、
駿
河
や
武
蔵
野
を
通
っ
て
、
最
終
的
に
は
陸
奥
の

宮
城
の
栗
原
辺
り
に
行
く
と
い
う
展
開
で
す
が
、
こ
れ
に
ち
な
ん
だ
『
雲
林
院
』
は
、
謡う

た
いと

舞
で
『
伊
勢
物
語
』

の
旅
巡
り
を
し
ま
す
。
１『

伊
勢
物
語
』
を
立
体
化
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
『
雲
林
院
』
を
観
る
人
は
、『
伊
勢
物
語
』
で
の
在
原
業
平
の
旅
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

舞
う
人
は
自
分
が
在
原
業
平
と
な
っ
て
そ
の
旅
を
追
体
験
す
る
の
で
す
。

　

こ
れ
も
ま
た
、
能
の
持
つ
妄
想
力
の
な
せ
る
業
で
し
ょ
う
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
の
解
釈
を
ま
と
め
た
『
古
今
伝
授
』
の
中
に
は
、「
伊
勢
物
語
の
名
所
は
全
て
宮
中
の
庭
の

中
に
あ
っ
た
」
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
中
を
旅
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
『
伊
勢
物
語
』
の
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旅
は
、
実
は
宮
中
の
庭
の
中
で
も
味
わ
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
も
２

相
当
な
ミ
ク
ロ
化
で
す
が
、

演
じ
る
側
と
見
る
側
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
、『
雲
林
院
』に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
旅
の
世
界
が
三
間
四
方
の
能

舞
台
に
凝
縮
さ
れ
、
再
現
さ
れ
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
妄
想
力
に
よ
る
再
現
は
、
他
で
も
見
ら
れ
ま
す
。

Ａ

柳や
な
ぎ

沢さ
わ

吉よ
し

保や
す

が
作
庭
し
た
六り
く

義ぎ

園え
ん

に
は
、『
万
葉
集
』
や
『
古
今
集
』
な
ど
の
和
歌
に
ち
な
ん
だ
言
葉
が
書
か
れ
た
石
柱
が
い
く
つ
も
立
っ
て
い
ま

す
。
庭
を
巡
る
人
は
そ
の
石
柱
か
ら
和
歌
を
思
い
起
こ
し
ま
し
た
。

　

そ
の
和
歌
の
ゆ
か
り
の
地
は
、
多
く
が
和
歌
山
県
の
和
歌
の
浦
と
桜
の
名
所
で
あ
る
吉
野
山
で
す
。
石
柱
に

よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
和
歌
と
、
そ
の
和
歌
の
景
色
を

Ｘ

し
、
そ
れ
に
い
ま
目
の
前
に
あ
る
現
実
の
六

義
園
の
景
色
を
重
ね
ま
す
。
六
義
園
を
歩
き
鑑
賞
し
つ
つ
、
一
方
で
和
歌
と
共
に

Ｘ

し
て
、
ヴ
ァ
ー

チ
ャ
ル
な
旅
を
す
る
の
で
す
。

　

現
実
の
景
色
に

Ｘ

を
重
ね
る
と
い
う
の
は
、
最
近
よ
く
話
題
に
な
る
「
Ａ
Ｒ
（
拡
張
現
実
）」
や
「
Ｍ

Ｒ
（
複
合
現
実
）」
と
酷
似
し
て
い
ま
す
。
ス
マ
ホ
や
ゴ
ー
グ
ル
を
通
し
て
外
を
見
る
こ
と
で
、
現
実
の
風
景
に

加
え
て
、
投
影
さ
れ
た
映
像
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
典
型
的
な
Ａ
Ｒ
の
仕
掛
け
で
す
。
今
後
Ｍ
Ｒ

が
発
展
し
て
い
く
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
本
で
は
Ａ
Ｒ
と
し
て
ま
と
め
て
呼
ん
で
お
き
ま
す
。

　

昔
の
人
は
、
自
ら
の
妄
想
力
に
よ
っ
て
、
和
歌
と
庭
を
脳
内
で
ミ
ッ
ク
ス
し
て
、
ス
マ
ホ
も
ゴ
ー
グ
ル
も
使

わ
な
い
「
脳
内
Ａ
Ｒ
」
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
六
義
園
は
脳
内
Ａ
Ｒ
を
発
動
す
る
た
め
の
庭
だ
っ
た
と
い
う

わ
け
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
脳
内
Ａ
Ｒ
を
楽
し
む
に
は
、
一
定
の
素
養
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
和
歌
、

能
、
俳
句
、
あ
る
い
は
地
理
の
知
識
が
求
め
ら
れ
る
う
え
に
、
前
提
と
し
て
妄
想
力
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
が
で
き
る
武
士
に
と
っ
て
六
義
園
は
、
紀
州
へ
の
旅
が
で
き
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
パ
ー

ク
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
六
義
園
に
行
け
な
く
と
も
、『
雲
林
院
』の
舞
台
を
見
て
い
る
だ
け
で
、
あ
る
い
は
謡
を
謡
っ
て
い

る
だ
け
で
も
旅
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
能
は
、
見
知
ら
ぬ
土
地
へ
の
切
符
で
も
あ
り
ま
し
た
。（
中
略
）

　

能
の
妄
想
力
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
、
能
舞
台
で
す
。
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
３

能
舞
台
と
い
う
存
在
自

体
が
不
思
議
で
す
。

　

歌
舞
伎
は
家
屋
や
背
景
を
作
っ
て
舞
台
演
出
を
し
ま
す
が
、
能
と
き
た
ら
、
舞
台
装
置
は
背
景
に
あ
る
松
の

絵
だ
け
。
６
５
０
年
間
そ
れ
以
外
の
装
置
は
な
く
、
演
出
に
お
い
て
照
明
さ
え
あ
ま
り
使
わ
ず
に
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
歌
舞
伎
だ
っ
て
屋
外
で
興
行
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
も
し
江
戸
幕
府
が
本
腰
を
入

れ
た
ら
財
力
を
駆
使
し
て
も
っ
と
派
手
な
舞
台
セ
ッ
ト
を
能
の
た
め
に
作
れ
た
は
ず
で
す
。

Ｂ

、
江
戸

幕
府
は
あ
え
て
そ
れ
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
私
が
能
に
夢
中
に
な
っ
た
瞬
間
と
も
関
係
し
て
い
ま
す
。

　

あ
の
簡
素
な
能
舞
台
こ
そ
が
、「
見
え
な
い
も
の
を
見
る
」装
置
と
し
て
最
適
な
の
で
す
。
い
ま
自
分
の
目
に

見
え
て
い
る
も
の
に
、
幻
の
風
景
を
重
ね
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
※
１

枯か
れ

山さ
ん

水す
い

と
同
じ
く
背
景
は
な
る

べ
く
単
純
な
方
が
い
い
。
だ
か
ら
、
あ
る
の
は
松
だ
け
で
す
。
そ
し
て
、
能
舞
台
の
す
べ
て
は
そ
の
た
め
に
あ

る
。
も
し
く
は
、
そ
の
た
め
に
邪
魔
な
も
の
が
「
な
い
」。

　

そ
れ
な
の
に
、
見
る
側
は
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
を
見
出
す
。
脳
内
Ａ
Ｒ
を
働
か
せ
る
。
明
治
に
な
っ
て
、
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能
舞
台
を
あ
の
形
の
ま
ま
屋
内
に
入
れ
た
の
に
は
、
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

Ｃ

能
（
お
よ
び
能
舞
台
）
は
、
見
て
い
る
お
客
さ
ん
が
脳
内
Ａ
Ｒ
を
発
動
す
る
た
め
の
装
置
な
の
で

す
。
能
の
中
で
謡
わ
れ
て
い
る
言
葉
や
音
は
、
幻
視
を
促
す
べ
く
能
を
刺
激
す
る
。
六
義
園
の
石
柱
と
同
じ
で

す
。
文
楽
や
落
語
、
浪
曲
も
同
じ
で
、
話
を
聴
い
て
い
る
う
ち
に
お
客
さ
ん
は
そ
の
情
景
を
想
像
し
ま
す
。
日

本
で
人
気
の
あ
る
芸
能
の
多
く
は
、
脳
内
Ａ
Ｒ
を
発
動
さ
せ
て
い
く
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
、
日

本
人
は
妄
想
を
楽
し
む
た
め
に
芸
能
を
見
に
行
く
、
と
さ
え
い
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

浪
曲
師
の
玉
川
奈
々
福
さ
ん
は
、「
４

日
本
ほ
ど
語
り
芸
の
多
い
国
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
確
か
に
平

曲
や
能
、
さ
ら
に
は
義ぎ

太だ

夫ゆ
う

、
講
談
、
落
語
、
そ
し
て
浪
曲
と
今
で
も
ふ
つ
う
に
聴
く
こ
と
が
で
き
る
語
り
芸

は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
映
像
も
な
い
、
た
だ
の
語
り
だ
け
の
芸
で
も
、
合
戦
の
場
面
で
は
手
に
汗
握
り
、
親

子
の
情
愛
を
感
じ
て
し
ん
み
り
し
、
夫
婦
の
や
り
と
り
に
泣
く
。
そ
れ
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
舞
台

に
な
り
芸
に
な
り
、
人
が
集
ま
る
。
観
客
の
側
が
妄
想
力
で
補
う
芸
能
が
こ
こ
ま
で
多
い
国
は
、
そ
う
は
な
い

気
が
し
ま
す
。

　

そ
う
い
え
ば
、
こ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
お
寺
で
行
わ
れ
た
数
学
の
授
業
に
参
加
し
た
と
き
の
こ

と
。
何
人
か
の
小
学
生
が
、
暗
算
を
す
る
と
き
に
、
空
中
で
そ
ろ
ば
ん
を
弾
く
仕
草
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
う

い
う
景
色
は
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
は
よ
く
見
ま
し
た
よ
ね
。

　

教
室
に
は
、
障
子
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
子
た
ち
は
「
障
子
の
桟さ

ん

が
あ
る
と
や
り
や
す
い
」
と
言
い
ま

す
。
そ
れ
を
算そ

ろ

盤ば
ん

に
見
立
て
て
、
玉
が
あ
る
よ
う
に
手
を
動
か
し
な
が
ら
計
算
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た

脳
内
Ａ
Ｒ
で
す
。

　

実
際
に
、
舞
台
に
立
つ
者
と
し
て
実
感
す
る
の
は
、
妄
想
力
を
喚
起
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
歌
の
力
が
強
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
歌
に
は
、
脳
内
Ａ
Ｒ
の
発
動
を
促
進
す
る
力
が
あ
り
ま
す
。

　

能
の
観
客
が
脳
内
Ａ
Ｒ
を
発
動
さ
せ
や
す
い
の
に
は
、
謡
の
存
在
が
大
き
い
。
こ
の
謡
の
※
２

詞し

章し
ょ
うの
ベ
ー

ス
に
な
っ
て
い
る
の
は
和
歌
で
す
。
発
動
さ
せ
る
媒
介
、
装
置
と
し
て
和
歌
は
最
適
で
す
。
地
名
や
歌
枕
か
ら

浮
か
ぶ
共
有
イ
メ
ー
ジ
が
、
古
来
強
固
だ
か
ら
で
す
。
宮
中
の
歌う

た

会か
い

始は
じ
めで
節
を
つ
け
て
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る

の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
本
来
、
和
歌
は
声
に
出
し
て
詠
わ
れ
る
も
の
で
し
た
。
俳
句
俳
諧
も

そ
う
で
、
芭
蕉
の
句
は
声
に
出
し
て
謡
わ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
芭
蕉
の
「
旅
人
と
わ
が
名
よ
ば

れ
む
」
の
前
に
能
『
梅う

め

枝が
え

』
の
詞
章
の
入
っ
た
書
画
が
あ
る
と
書
き
ま
し
た
。
こ
の
詞
章
に
は
謡
の
節
と
拍
子

を
示
す
符
号
（
ゴ
マ
点
と
い
い
ま
す
）
ま
で
振
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
単
な
る
俳
句
で
は
な
く
て
、
譜
面
が

つ
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

Ｄ

芭
蕉
は
、
ま
ず
『
梅
枝
』
の
謡
を
謡
い
、
そ
の
ま
ま
節
を
つ
け
て
「
旅
人
と
～
」
と
謡
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
私
も
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
節
を
つ
け
て
謡
う
よ
う
に
読
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
節
を
つ
け
て
読
む
と
い
う
習
慣
は
、
比
較
的
最
近
ま
で
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の

知
人
の
お
祖
父
さ
ん
は
、
毎
朝
新
聞
の
記
事
を
謡
い
な
が
ら
読
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。
さ
ら
に
興
が
乗
っ
て
く

る
と
、
踊
り
だ
し
た
と
か
。

　

個
人
的
に
は
、
本
来
日
本
人
が
持
っ
て
い
た
脳
内
Ａ
Ｒ
の
力
、
妄
想
力
が
弱
く
な
っ
て
き
て
い
る
気
が
し
ま

す
。
そ
れ
は
ス
マ
ホ
な
ど
の
せ
い
な
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
本
来
、「
目
の
前
に
な
い
も
の
」を
見
出

す
力
は
娯
楽
に
限
ら
ず
活
用
で
き
る
は
ず
で
す
。
文
字
情
報
か
ら
立
体
や
映
像
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
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シ
ョ
ン
能
力
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
場
な
ど
で
も
有
効
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
武
士
た
ち
は
、
脳
内
Ａ
Ｒ
を
刺

激
す
る
能
を
た
し
な
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
も
し
ま
す
。

　

私
は
、
最
初
の
能
体
験
で
幻
視
し
た
、
と
書
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
今
で
言
う
Ａ
Ｒ
体
験
で
し
た
。

な
ん
の
前
知
識
も
な
か
っ
た
の
で
、
身
体
に
素
直
に
入
っ
て
、「
見
え
て
」
き
た
。

　

能
に
ハ
マ
る
人
の
多
く
に
は
、
時
「々
見
え
る
」
感
覚
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
の
橋
掛
り
を
、

つ
ー
っ
と
歩
く
役
者
に
目
が
吸
い
寄
せ
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
そ
の
感
覚
が
刺
激
さ
れ
る
の
か
。
面お

も
てが

喚
起
す
る

感
覚
を
、
そ
の
意
識
に
つ
な
げ
る
の
か
。
囃は

や

子し

の
音
が
眠
っ
て
い
た
脳
内
Ａ
Ｒ
を
発
動
さ
せ
る
の
か
。

　

現
在
、
５

能
を
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
思
う
人
が
多
い
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

能
は
、
見
て
い
る
方
が
一
定
の
ラ
イ
ン
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
か
な
い
と
実
感
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
す
。

ｂ

漫
然
と
聞
い
て
い
て
も
面
白
く
な
い
よ
う
に
で
き
て
お
り
、「
こ
こ
ま
で
来
い
」
と
能
の
側
が
待
っ
て
い
る
。

そ
の
ラ
イ
ン
を
何
か
の
拍
子
で
越
え
た
時
に
、
脳
内
Ａ
Ｒ
装
置
が
発
動
し
て
見
え
な
い
も
の
が
見
え
て
く
る
。

い
や
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
で
き
れ
ば
昔
の
物
語
を
日
常
生
活
で
味
わ
っ
て
生
き
る
よ
う
に
な
り
、

「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
よ
う
に
な
る
。
繊
細
な
情
緒
を
持
つ
こ
と
で
、
人
生
を
豊
か
な
も
の
に
で
き
る
の

で
す
。

　

私
は
、
消
費
の
対
象
と
し
て
能
に
接
す
る
こ
と
は
お
勧
め
し
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
映
画
を
見
る
場
合
、
多
く

の
人
は
消
費
者
と
し
て
み
ま
す
。
製
作
者
側
の
作
っ
た
も
の
を
お
金
を
払
っ
て
、
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
。
そ

こ
で
は
見
る
側
の
能
動
性
は
求
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
受
け
身
で
す
。
だ
か
ら
「
消
費
」
な
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
芸
術
あ
る
い
は
作
品
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
完
全
に
受
け

身
で
味
わ
う
も
の
は
、
時
間
と
共
に
感
動
が
薄
れ
や
す
い
気
が
し
ま
す
。
ど
ん
な
に
感
動
す
る
映
画
を
観
て
も
、

ま
た
別
の
消
費
を
す
る
と
す
ぐ
に
、
感
動
が
薄
れ
る
の
で
す
。

　

一
方
で
、
能
は
異
な
り
ま
す
。
能
を
本
気
で
深
く
味
わ
う
に
は
、「
能
を
観
る
」
の
で
は
な
く
、「
能
と
共
に

生
き
る
」
心
構
え
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
た
だ
の
観
客
か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
謡
や
仕
舞
な
ど
の
能
の
お
稽
古
を
す
る
の
が
い
い
か

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
入
り
に
く
い
と
い
う
方
は
、
た
と
え
ば
自
分
が
観
た
能
の
詞
章
を
、
声
に
出
し
て
読

む
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
観
た
こ
と
の
あ
る
能
の
史
跡
を
訪
ね
て
、
そ
こ

で
能
の
場
面
を
思
い
出
し
て
み
る
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
経
験
を
重
ね
る
こ
と
で
、
あ
な
た
の
妄
想
力
は
強
化
さ
れ
、
能
の
見
え
方
は
確
実
に
変
わ
っ
て

く
る
と
思
い
ま
す
。

（
安
田
登
『
能　

６
５
０
年
続
い
た
仕
掛
け
と
は
』
に
よ
る
）

※
１　

枯
山
水
…
…
石
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
日
本
庭
園
。

※
２　

詞
章
…
…
歌
や
文
章
全
般
の
こ
と
。
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問
一　

太
線
部
ａ
「
喚
起
」、
ｂ
「
漫
然
と
」
の
語
句
の
意
味
を
、
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ａ
「
喚
起
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｂ
「
漫
然
と
」

　

ア　

手
本
に
す
る
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　

 

ア　

い
つ
ま
で
も
ず
っ
と

　

イ　

再
現
す
る
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

イ　

誰
よ
り
も
き
ち
ん
と

　

ウ　

思
い
出
す
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ウ　

た
だ
ぼ
ん
や
り
と

　

エ　

入
れ
替
え
る
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　

 

エ　

生
ま
れ
て
初
め
て

　

オ　

呼
び
起
こ
す
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　

 

オ　

相
談
し
合
っ
て

問
二　

傍
線
部
１
「『
伊
勢
物
語
』
を
立
体
化
し
て
い
く
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
説
明
し

た
も
の
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
『
伊
勢
物
語
』に
な
ぞ
ら
え
て
各
地
を
巡
る
こ
と
で
、
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
を
深
く
知
る

こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
。

イ　
『
伊
勢
物
語
』に
登
場
す
る
陸
奥
の
栗
原
を
、
演
じ
る
側
が
脚

き
ゃ
く

色し
ょ
くす
る
こ
と
な
く
、
頭
の
中
で
リ

ア
ル
に
再
現
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　
『
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
和
歌
を
味
わ
う
こ
と
で
、
わ
ざ
わ
ざ
足
を
運
ば
な
く
て
も
、

観
る
側
の
気
持
ち
を
満
た
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

エ　
『
伊
勢
物
語
』に
描
か
れ
た
世
界
を
、
謡
と
舞
と
い
う
方
法
を
用
い
て
、
頭
の
中
で
あ
り
あ
り
と

思
い
描
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

オ　
『
伊
勢
物
語
』に
登
場
す
る
人
物
の
一
人
で
あ
る
か
の
よ
う
な
気
に
な
り
、
自
分
が
本
当
に
旅
を

し
た
と
信
じ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

問
三　

傍
線
部
２
「
相
当
な
ミ
ク
ロ
化
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、

最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

日
本
中
を
舞
台
と
し
た
「
伊
勢
物
語
」
の
名
所
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
宮
中
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場

所
の
中
に
結
集
さ
れ
、
実
際
に
い
る
気
分
を
味
わ
え
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

能
の
舞
台
と
は
現
実
世
界
を
そ
の
ま
ま
再
現
し
た
も
の
で
あ
り
、「
伊
勢
物
語
」の
名
所
の
全
て

が
舞
台
上
に
寸
分
の
狂
い
も
な
く
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

限
ら
れ
た
大
き
さ
の
舞
台
に
作
り
出
さ
れ
た
能
の
作
品
世
界
を
日
ご
ろ
か
ら
鑑
賞
し
て
い
る
の

で
、「
伊
勢
物
語
」
の
名
所
は
ど
こ
も
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
見
え
る
と
い
う
こ
と
。

エ　
「
伊
勢
物
語
の
名
所
は
全
て
宮
中
の
庭
の
中
に
あ
っ
た
」
と
い
う
言
葉
は
「
伊
勢
物
語
」
の
世
界

を
狭
い
も
の
と
捉
え
て
お
り
、
広
が
り
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
。

オ　
「
古
今
伝
授
」
に
書
か
れ
て
い
る
「
伊
勢
物
語
」
に
関
す
る
記
述
は
、「
伊
勢
物
語
」
を
ス
ケ
ー

ル
の
小
さ
い
作
品
と
捉
え
、
宮
中
の
庭
で
十
分
だ
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

問
四　

空
欄

Ａ

～

Ｄ

に
あ
て
は
ま
る
語
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
カ
の
中

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

ア　

お
そ
ら
く　
　

イ　

た
と
え
ば　
　

ウ　

も
し
く
は

エ　

つ
ま
り　
　
　

オ　

さ
て　
　
　
　

カ　

で
も
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問
五　
「
妄
想
」と
同
じ
意
味
を
持
ち
、
空
欄

Ｘ

に
共
通
し
て
入
る
語
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
漢
字
で

答
え
な
さ
い
。

問
六　

傍
線
部
３
「
能
舞
台
と
い
う
存
在
自
体
が
不
思
議
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
不
思
議
な
の
で
す
か
。
理

由
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

ア　

能
の
作
品
に
は
豪
華
な
も
の
が
多
い
が
、背
景
は
松
の
絵
だ
け
と
い
う
簡
素
な
舞
台
だ
っ
た
か
ら
。

イ　

背
景
が
単
純
な
こ
と
に
こ
だ
わ
り
、作
品
ご
と
に
異
な
る
舞
台
を
作
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
か
ら
。

ウ　

背
景
に
松
の
絵
だ
け
し
か
描
か
な
い
こ
と
で
、人
々
が
想
像
力
を
掻
き
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
。

エ　

歌
舞
伎
の
舞
台
と
は
異
な
り
、江
戸
幕
府
が
財
力
を
駆
使
し
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
。

オ　

能
が
始
ま
っ
て
か
ら
の
６
５
０
年
間
、誰
も
背
景
を
変
え
る
と
い
う
発
想
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
。

問
七　

傍
線
部
４
「
日
本
ほ
ど
語
り
芸
の
多
い
国
は
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
で
す
か
。
理
由
を
説
明
し

た
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

交
通
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
合
戦
が
多
か
っ
た
こ
と
が
影
響
し
、
日
本
で
は
昔
か
ら

情
景
を
想
像
し
物
事
を
理
解
す
る
こ
と
が
得
意
だ
っ
た
か
ら
。

イ　

観
客
自
身
が
自
由
に
考
え
、
連
想
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
芸
能
が
多
く
、
そ
う
い
っ
た
芸
能

を
楽
し
む
た
め
の
謡
と
語
り
の
親
和
性
が
日
本
に
は
多
く
あ
る
か
ら
。

ウ　

か
つ
て
の
日
本
で
は
幼
い
頃
か
ら
算
盤
を
習
う
こ
と
が
常
だ
っ
た
た
め
、
頭
の
中
で
何
か
を
想

像
し
た
り
妄
想
し
た
り
す
る
力
に
長
け
て
い
た
か
ら
。

エ　

昔
の
芸
能
で
あ
っ
て
も
現
在
ま
で
変
わ
ら
ず
愛
好
さ
れ
て
い
る
芸
能
が
多
く
あ
り
、
妄
想
力
を

使
っ
て
楽
し
む
こ
と
が
出
来
る
た
め
、
次
第
に
数
が
増
え
て
い
っ
た
か
ら
。

オ　

脳
内
Ａ
Ｒ
を
使
う
こ
と
で
わ
ざ
わ
ざ
文
章
や
和
歌
に
し
な
く
て
も
、
声
に
出
す
こ
と
で
楽
し
む

こ
と
が
出
来
る
芸
能
が
多
く
あ
る
か
ら
。

問
八　

傍
線
部
５
「
能
を
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
思
う
人
が
多
い
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で

し
ょ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
理
由
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い

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

ア　

能
を
上
演
す
る
機
会
は
江
戸
時
代
を
境
に
激
減
し
、
歌
舞
伎
と
違
っ
て
専
用
の
劇
場
も
限
ら
れ

て
い
る
の
で
、
親
し
む
機
会
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

イ　

能
の
間
の
取
り
方
や
能
の
謡
の
リ
ズ
ム
を
待
て
な
い
人
が
増
え
て
お
り
、
最
後
ま
で
集
中
し
て

作
品
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
。

ウ　

能
は
受
け
身
で
観
て
も
面
白
い
と
感
じ
る
こ
と
は
な
く
、
自
ら
想
像
し
た
り
情
緒
を
持
っ
た
り

す
る
な
ど
の
教
養
が
な
い
と
楽
し
む
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
。

エ　

能
が
発
動
さ
せ
る
脳
内
Ａ
Ｒ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
人
で
も
、
作
品
を
観
て
い
て
も
何
も
見
え

ず
、
面
白
さ
が
い
つ
ま
で
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
の
場
合
が
あ
る
か
ら
。

オ　

能
は
消
費
の
対
象
で
は
な
く
、
製
作
者
側
の
作
っ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
、
自
己
主
張
の
強
い
現
代
人
に
は
向
い
て
い
な
い
か
ら
。
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問
九　

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

能
は
受
け
身
で
味
わ
う
と
感
動
が
薄
れ
や
す
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
本
気
で
味
わ
う
た
め
に

は
「
観
る
」
こ
と
よ
り
も
「
共
に
生
き
る
」
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

イ　

能
に
お
い
て
は
、
演
じ
る
側
と
見
る
側
の
共
同
作
業
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
共
同
作
業
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
最
高
傑
作
が
「
伊
勢
物
語
」
の
名
所
を
再
現
し
た
宮
中
の
庭
で
あ
る
。

ウ　

謡
の
ベ
ー
ス
に
は
和
歌
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
全
て
節
を
つ
け
て
詠
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
俳
句
と
比
べ
て
譜
面
の
力
に
よ
っ
て
人
々
に
浸
透
し
や
す
か
っ
た
と
言
え
る
。

エ　

近
年
、
日
本
人
が
本
来
持
っ
て
い
た
妄
想
力
が
弱
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
主
因
は
節
を
つ

け
て
読
む
と
い
う
習
慣
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

オ　

昔
の
人
は
簡
単
に
遠
く
ま
で
旅
を
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
の
で
、
せ
め
て
遠
く
の
地
の
雰

囲
気
を
味
わ
い
た
い
と
考
え
、
能
と
い
う
形
式
の
新
し
い
芸
能
を
作
り
出
し
た
。

問
十　

筆
者
は
、
能
を
鑑
賞
す
る
上
で
謡
に
ど
の
よ
う
な
役
割
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
か
。「
旅
」と
い
う
語

を
必
ず
用
い
て
、
六
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
解
答
の
際
、「
旅
」に
傍
線
を
つ
け
る
こ

と
。

　
（
例　

旅
か
ら
帰
る
）
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三	
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。（
設
問
の
都
合
上
、
本
文
を
一
部
省
略
し
て
あ
り

ま
す
）

　

昔
、
仙
台
坂
の
伊だ

達て

兵ひ
ょ
う

部ぶ

の
屋
敷
に
ま
だ
新
米
の
家
来
で
、
赤
西
蠣か
き

太た

と
い
う
侍
が
い
た
。
三
十
四
五
だ

と
云い

う
が
、
老
け
て
い
て
四
十
以
上
に
誰
の
眼
に
も
見
え
た
。
容
貌
は
い
わ
ゆ
る
醜ぶ

男お
と
この
方
で
言
葉
に
も
変
な

訛な
ま
りが
あ
っ
て
、
野
暮
臭
い
ど
こ
ま
で
も
田
舎
侍
ら
し
い
侍
だ
っ
た
。
言
葉
訛
は
仙
台
訛
と
は
異ち
が

っ
て
い
た
か
ら
、

秋
田
辺あ

た
りだ
ろ
う
と
人
は
思
っ
て
い
た
が
実
は
雲う
ん

州し
ゅ
う

松
江
の
生
れ
だ
と
云
う
事
だ
。
真
面
目
に
独ひ
と

り

Ａ

と
働
く
の
で
一
般
の
受
け
は
よ
か
っ
た
が
、
特
に
働
き
の
あ
る
人
物
と
も
見
え
な
い
の
で
、
才さ
い

は
じ
け
た
若
侍

達
は
彼
を
馬
鹿
に
し
て
、
何
か
に
利
用
す
る
よ
う
な
事
を
し
た
。
蠣
太
は
そ
う
云
う
時
に
は
平
気
で
利
用
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
若
侍
達
も
馬
鹿
で
は
な
か
っ
た
か
ら
承
知
で
利
用
さ
れ
て
い
る
蠣
太
に
己

お
の
れ

等ら

の
余
り
趣
味
の

よ
く
な
い
心し

ん

事じ

を
見
ぬ
か
れ
て
い
る
と
思
う
事
は
愉
快
で
な
か
っ
た
。
だ
ん
だ
ん
皆
も
そ
う
云
う
事
を
し
な
く

な
っ
た
。（
中
略
）

　

こ
こ
に
ま
た
愛あ

た
ご宕
下し
た

の
仙
台
屋
敷
に
居
る
原は
ら

田だ

甲か

斐い

の
家
来
に
銀ぎ
ん

鮫ざ
め

鱒ま
す

次じ

郎ろ
う

と
云
う
若
侍
が
あ
っ
た
。
こ
の

男
は
生
き
生
き
と
し
た
利
口
そ
う
な
、
そ
し
て
美
し
い
男
で
、
酒
も
好
き
、
道
楽
も
好
き
と
云
う
人
間
だ
っ
た
。

蠣
太
と
は
様
子
あ
い
で
も
好
み
で
も
、
お
よ
そ
反
対
の
男
だ
っ
た
が
、
た
だ
将
棋
好
き
だ
け
が
一
致
し
て
い
た
。

　

あ
る
時
殿
様
の
使つ

か
いで

蠣
太
は
愛
宕
下
の
屋
敷
へ
行
っ
て
、
そ
の
時
、
偶
然
知
り
合
い
に
な
っ
て
以
来
、
二
人

は
将
棋
友
達
と
し
て
大
変
親
密
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

余
り
に
異
う
二
人
が
親
し
く
な
っ
た
の
を
見
る
と
、
人
は「
１

気
が
合
う
と
云
う
の
は
不
思
議
な
も
の
だ
」な

ど
と
云
っ
た
。
し
か
し
そ
う
云
う
ほ
ど
、
実
は
そ
の
人
達
も
そ
れ
を
不
思
議
と
も
何
と
も
思
っ
て
は
い
な
か
っ

た
。

　

何
事
も
な
く
一
年
ほ
ど
経た

っ
た
。
そ
の
間
あ
い
か
わ
ら
ず
二
人
は
十
日
に
一
度
、
半
月
に
一
度
と
云
う
風ふ
う

に

往ゆ

き
来き

を
し
て
将
棋
の
勝
負
を
争
っ
て
い
た
。

　

あ
る
時
不
意
に
蠣
太
に
つ
い
て
妙
な
噂
が
た
っ
た
。
そ
れ
は
蠣
太
が
切
腹
未み

遂す
い

を
や
っ
た
と
云
う
噂
だ
っ
た
。

行
っ
て
み
る
と
な
る
ほ
ど
半
死
半
生
の
蠣
太
が
仰
向
け
に
な
っ
て

Ｂ

し
て
い
た
。
傍そ
ば

に
は
親
友
の
鱒
次

郎
が
つ
い
て
い
た
が
、
鱒
次
郎
も
蠣
太
が
な
ぜ
そ
ん
な
事
を
し
た
か
は
知
ら
な
か
っ
た
。
医
者
に
訊き

く
と
実
際

腹
を
十
幾い

く

針は
り

か
縫ぬ

っ
た
と
云
う
。

　
「
胃
弱
で
苦
し
ん
で
い
た
か
ら
夢
で
も
見
て
、
寝ね

惚ぼ

け
て
そ
ん
な
事
を
や
っ
た
の
だ
ろ
う
。
馬
鹿
な
奴
だ
」こ

ん
な
事
を
云
う
人
が
あ
っ
た
。「
そ
れ
と
も
気
で
も
ふ
れ
た
か
な
？
」
こ
ん
な
に
云
う
人
も
あ
っ
た
。

　

す
る
と
あ
る
晩
の
事
、
老
女
蝦え

夷ぞ

菊ぎ
く

の
部
屋
で
※
１

按あ
ん

摩ま

の
安あ
ん

甲こ
う

と
云
う
者
の
口
か
ら
切
腹
未
遂
の
本ほ
ん

統と
う

の

事
が
密ひ

そ

か
に
話
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
こ
う
だ
っ
た
。

　

そ
の
晩
安
甲
が
呼
ば
れ
て
行
く
と
蠣
太
は
「
腹
が
痛
く
て
や
り
き
れ
な
い
が
、
※
２

按あ
ん

腹ぷ
く

で
も
針
で
も
す
ぐ

や
っ
て
く
れ
」
と
背
中
を
海え

老び

の
よ
う
に
し
て
苦
し
が
っ
て
い
た
。
安
甲
は
す
ぐ
針
を
五
六
本
打
っ
て
み
た
が
、

蠣
太
は
苦
し
気
に「
一い

っ
こ
う向

直
ら
な
い
」と
云
っ
た
。
安
甲
は
、
胃い

痙け
い

攣れ
ん

だ
と
思
う
か
ら
針
を
水み
ぞ

落お

ち
の
辺
に
打
っ

て
み
た
の
だ
が
五
六
本
打
っ
て
か
ら
蠣
太
は
「
痛
い
の
は
も
っ
と
下
腹
の
方
だ
」
と
云
い
出
し
た
。
こ
の
辺
か

と
い
う
と
、
も
っ
と
右
だ
と
い
う
。
右
を
押
す
と
左
だ
と
云
う
。
そ
し
て
「
何
で
も
い
い
か
ら
そ
こ
ら
中
、
力
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ま
か
せ
に
も
ん
で
く
れ
」
と
い
う
。
安
甲
は

Ｃ

と
腹
を
も
ん
で
み
た
。
何
だ
か
妙
な
ふ
く
ら
み
方
を
し

て
い
る
。
安
甲
は
こ
れ
は
自
分
の
仕
事
で
は
な
い
と
思
っ
た
。
蠣
太
は
「
力
ま
か
せ
に
や
ら
な
け
れ
ば
駄
目

じ
ゃ
な
い
か
」
と
怒
っ
た
。
安
甲
は
「
按
腹
は
そ
ん
な
に
力
を
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
腸

ち
ょ
う

捻ね
ん

転て
ん

で
も
起
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
事
で
す
」
と
答
え
た
。

　
「
腸
捻
転
と
は
何
だ
」
と
蠣
太
が
云
う
。「
腸
捻
転
と
云
う
の
は
腹は

ら

綿わ
た

の
よ
じ
れ
る
病
気
で
す
」
こ
ん
な
事
を

云
い
な
が
ら
安
甲
は
少
し
力
を
入
れ
て
も
ん
で
い
る
と
、
ど
う
し
た
の
か
腹
が
だ
ん
だ
ん
ふ
く
ら
ん
で
き
た
。

蠣
太
の
顔
は
見
る
見
る
青
く
な
っ
て
き
た
。
蠣
太
は
「
あ
ッ
、
あ
、
あ
ッ
、
あ
」
と
息
を
吐
く
度た

び

に
妙
な
声
を

出
し
た
。
…
…
安
甲
は
仰

ぎ
ょ
う

天て
ん

し
て
し
ま
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、（
蝦
夷
菊
に
話
す
時
に
は
彼
は
そ
れ
だ
け
ぬ
か
し

て
い
た
が
）
彼
が
若
い
頃
下
手
な
も
み
方
を
し
て
一
人
腸
捻
転
で
殺
し
た
事
が
あ
る
。
彼
が
按
腹
を
し
て
そ
の

翌
日
ま
た
出
掛
け
て
行
っ
た
そ
の
時
の
様
子
と
蠣
太
の
今
の
様
子
と
変
り
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
な
っ

た
ら
医
者
を
呼
ん
で
も
仕
方
が
な
い
と
思
っ
た
。
そ
れ
に
し
ろ
自
分
一
人
は
心
細
か
っ
た
。「
と
も
か
く
こ
れ

は
え
ら
い
事
が
起
っ
た
。
自
分
が
し
た
の
か
、
自
分
が
手
を
つ
け
る
前
か
ら
起
し
て
い
た
の
か
解
ら
な
い
が
、

２

何
し
ろ
こ
れ
か
ら
俺
に
按
腹
を
頼
む
人
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
」
安
甲
の
頭
に
は
そ
ん
な
事
が
想
い
浮
ん
で
来

た
。
そ
し
て
恐
る
恐
る
「
お
医
者
を
呼
ば
し
て
下
さ
い
」
と
云
っ
た
。「
俺
は
や
は
り
腸
捻
転
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
」
と
蠣
太
が
苦
し
げ
に
云
っ
た
。「
ど
う
も
そ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
安
甲
が
答
え
た
。
そ
の
時
蠣
太
は
可こ

恐わ

い
顔
を
し
て
安
甲
を
に
ら
み
つ
け
た
。
安
甲
は
吃び
っ
く
り驚

し
た
。
す
る
と
す
ぐ
、
蠣
太
は
反か
え

っ
て
穏
か
に
こ
う

い
っ
た
。「
３

何
で
も
本
当
の
こ
と
を
云
っ
て
く
れ
」
安
甲
は
「
へ
ぇ
」
と
頭
を
下
げ
た
。「
俺
の
病
気
は
医
者

が
診み

た
と
こ
ろ
で
助
か
る
ま
い
」と
蠣
太
が
い
っ
た
。
さ
す
が
の
安
甲
も
こ
の
場
合「
へ
ぇ
」と
は
云
え
な
か
っ

た
。
黙
っ
て
い
る
と
…
…
、

　

お
饒し

ゃ
べ
り舌

の
按
摩
安
甲
は
こ
こ
ま
で
話
す
と
急
に
黙
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
後
は
４

な
ぜ
か
少
し
落
ち
つ
か

な
い
様
子
に
な
っ
て
、
話
を
ひ
ど
く
概
略
に
し
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
蠣
太
は
「
ど
う
せ
助
か
ら
な
い
も
の
な

ら
」
と
云
っ
て
自
分
で
腹
を
切
っ
て
、
安
甲
に
手
伝
わ
せ
、
腸
の
よ
じ
れ
を
直
し
て
し
ま
っ
た
と
云
う
の
だ
。

（
こ
の
場
合
そ
の
話
を
聞
い
て
い
る
老
女
に
も
し
少
し
で
も
医
学
上
の
智ち

識し
き

が
あ
れ
ば「
そ
う
し
て
出
血
は
ど
う

処
置
し
ま
し
た
」
と
訊
か
ね
ば
な
ら
ぬ
所
だ
そ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
生あ

い

憎に
く

、
老
女
に
は
そ
の
智
識
が
な
か
っ
た
。

ま
た
仮
に
あ
っ
た
に
し
ろ
、
老
女
は
た
だ
た
だ
蠣
太
の
勇
気
に
感
服
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
際

そ
の
疑
問
は
起
せ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
先
を
読
め
ば
解
る
が
、
ど
う
し
た
事
か
蠣
太
は
つ
い
に

腹ふ
く

膜ま
く

炎え
ん

に
も
か
か
ら
ず
に
済
ん
だ
の
で
あ
る
。）

　
「
あ
ん
な
気
の
強
い
人
は
見
た
事
が
な
い
」
と
安
甲
は
云
っ
た
。

　
「
し
か
し
こ
の
事
は
堅
く
口
留
め
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
ど
う
か
ど
な
た
に
も
お
も
ら
し
下
さ
ら
ぬ
よ

う
」
こ
う
繰
返
し
繰
返
し
老
女
に
頼
ん
で
帰
っ
て
行
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
二
三
日
し
た
朝
だ
っ
た
。
仙
台
坂
を
下お

り
き
っ
た
所
に
按
摩
安
甲
の
斬き

り
殺
さ
れ
た
死
骸
が
横
よ
こ
た

わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
首
筋
を
背う
し
ろ後

か
ら
た
だ
一ひ
と

太た

刀ち

で
や
っ
た
傷
だ
っ
た
。

　

ま
た
二
三
日
し
た
午
後
だ
っ
た
。
経
過
が
い
い
の
で
、
も
う
少
し
は
話
位
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
蠣
太

の
枕
元
に
鱒
次
郎
が
坐す

わ

っ
て
い
る
。

　
ａ

仰ぎ
ょ
う
が臥

し
て
い
る
蠣
太
は
上う
わ

眼め

を
し
て
鱒
次
郎
の
顔
を
見
な
が
ら
勢せ
い

の
な
い
声
で
、
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「
安
甲
を
斬
っ
た
の
は
君
だ
ろ
う
」
と
云
っ
た
。

　
「
い
い
や
」
と
鱒
次
郎
は
に
や
に
や
し
な
が
ら
答
え
た
。

　
「
可
哀
想
に
」
こ
う
云
っ
て
蠣
太
は
ｂ

大た
い

儀ぎ

そ
う
に
ま
た
眼
を
つ
ぶ
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

ま
た
一
週
間
ほ
ど
し
て
鱒
次
郎
が
見み

舞ま
い

に
来
た
時
、
そ
の
事
が
出
る
と
、

─
そ
の
時
は
蠣
太
も
よ
ほ
ど
元

気
が
出
て
い
た
の
で
、

　
「
君
は
馬
鹿
だ
よ
。
５

あ
ん
な
お
饒
舌
に
密
書
の
在あ

り
か
を
云
う
奴
が
あ
る
も
の
か
」
と
鱒
次
郎
は
微
笑
し
な

が
ら
蠣
太
を
非
難
し
た
。

　
「
そ
う
云
わ
な
い
で
く
れ
。
同
じ
死
ぬ
の
で
も
、
犬
死
は
つ
ら
い
か
ら
ね
。
二
年
近
く
か
か
っ
て
作
っ
た
報
告

書
を
白
石
の
殿
様
に
見
せ
ず
に
天
井
で
鼠ね

ず
みの
糞く
そ

と
一
緒
に
腐
ら
し
て
し
ま
う
の
は
死
ぬ
に
も
死
に
き
れ
な
い
よ
」

①②③④

　
「
見
当
も
何
も
あ
る
も
の
か
、
あ
の
按
摩
が
精く
わ

し
く
教
え
て
く
れ
た
。
そ
れ
が
君
が
も
う
助
か
る
と
決
っ
て

し
ば
ら
く
し
て
そ
ん
な
事
を
俺
に
云
う
の
だ
。
さ
も
内な

い

証し
ょ
う

事ご
と

ら
し
く
、
そ
れ
か
ら
手
柄
顔
を
し
て
ペ
ラ
ペ
ラ

薄
っ
ぺ
ら
な
調
子
で
饒
舌
る
の
だ
。
そ
の
時
俺
は
こ
い
つ
は
生
か
し
て
お
く
と
そ
の
内
に
き
っ
と
他
に
行
っ
て

こ
の
調
子
で
饒
舌
る
な
と
云
う
気
が
し
た
の
だ
。

─
し
か
し
ど
の
道
あ
い
つ
は
俺
に
殺
さ
れ
た
よ
。
君
が
も

し
あ
の
ま
ま
死
ん
で
あ
い
つ
が
君
の
遺
言
通
り
天
井
の
密
書
を
俺
の
所
へ
持
っ
て
来
た
と
し
て
も
、
俺
は
あ
い

つ
を
生
か
し
て
は
置
く
ま
い
よ
」

　
「
そ
れ
は
そ
う
か
も
知
れ
な
い
」

　
「
そ
う
か
も
知
れ
な
い
と
云
っ
て
、
今
こ
そ
そ
う
は
思
わ
な
い
が
も
し
君
が
死
ん
で
い
た
ら
君
も
あ
い
つ
を

殺
さ
す
気
で
よ
こ
し
た
と
俺
は
解と

っ
た
に
違
い
な
い
よ
」

　
「
毛
頭
そ
ん
な
考

か
ん
が
えは
な
か
っ
た
。
俺
は
少
し
は
あ
い
つ
を
信
用
し
て
い
る
。
お
饒
舌
は
知
っ
て
い
る
が
、
少

く
も
俺お

れ

等ら

の
役
目
が
済
む
日
位
ま
で
は
秘
密
を
守
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
ど
う
し
て
遺
言
だ
か

ら
な
」

　
「
６

君
は
あ
い
か
わ
ら
ず
君
子
だ
な
」
こ
う
云
っ
て
鱒
次
郎
は
ち
ょ
っ
と
不い

快や

な
顔
を
し
た
。

　

蠣
太
は
黙
っ
て
い
た
。

（
志
賀
直
哉
『
赤
西
蠣
太
』
に
よ
る
）

※
１　

按
摩
…
…
身
体
を
揉
ん
だ
り
叩
い
た
り
し
て
、
こ
り
を
治
す
職
業
。

※
２　

按
腹
…
…
腹
を
揉
む
こ
と
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問
一　

太
線
部
ａ
「
仰
臥
」、
ｂ
「
大
儀
そ
う
に
」
の
本
文
中
で
の
意
味
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
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ａ
「
仰
臥
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｂ
「
大
儀
そ
う
に
」

　

ア　

腕
を
組
ん
で
い
る
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ア　

わ
ず
ら
わ
し
そ
う
に

　

イ　

寝
転
ん
で
い
る
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

イ　

不
安
そ
う
に

　

ウ　

深
く
お
じ
ぎ
を
す
る
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ウ　

元
気
が
な
さ
そ
う
に

　

エ　

正
座
を
し
て
い
る
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

エ　

聞
こ
え
づ
ら
そ
う
に

　

オ　

頭
を
か
か
え
て
い
る
こ
と　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

オ　

あ
わ
た
だ
し
そ
う
に

問
二　

文
中
の
空
欄

Ａ

～

Ｃ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
カ
の
中

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、記
号
で
答
え
な
さ
い
。た
だ
し
、同
じ
記
号
を
用
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

ア　

そ
ろ
そ
ろ　
　
　
　
　

イ　

う
つ
ら
う
つ
ら　
　

ウ　

こ
つ
こ
つ　

エ　

ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う　
　
　

オ　

い
き
い
き　
　
　
　

カ　

う
ろ
う
ろ

問
三　

傍
線
部
１
「
気
が
合
う
と
云
う
の
は
不
思
議
な
も
の
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
蠣
太
と
鱒
次
郎
は
な
ぜ
気

が
合
っ
た
の
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

蠣
太
は
真
面
目
に
働
き
、
余
計
な
こ
と
を
言
わ
な
い
人
物
で
あ
っ
た
が
、
鱒
次
郎
は
お
し
ゃ
べ

り
の
た
め
、
蠣
太
が
い
つ
も
鱒
次
郎
の
話
を
聞
く
役
に
な
っ
て
い
た
か
ら
。

イ　

蠣
太
は
誰
に
で
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
な
人
物
で
あ
り
、
鱒
次
郎
も
蠣
太
を
利
用
し
て
出
世
し
よ

う
と
し
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
お
互
い
に
将
棋
好
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
。

ウ　

蠣
太
は
醜
男
で
真
面
目
に
働
く
人
物
で
あ
り
、
鱒
次
郎
は
美
し
い
男
で
道
楽
好
き
と
い
う
真
逆

の
性
質
で
あ
っ
た
が
、
二
人
は
共
通
の
趣
味
を
持
つ
点
で
一
致
し
た
か
ら
。

エ　

蠣
太
は
田
舎
臭
い
侍
で
、
い
い
よ
う
に
使
わ
れ
て
し
ま
う
性
格
で
あ
っ
た
が
、
鱒
次
郎
は
明
る

い
性
格
で
、
困
っ
て
い
る
蠣
太
を
い
つ
も
助
け
て
い
た
か
ら
。

オ　

蠣
太
は
自
分
の
出
世
に
あ
ま
り
興
味
の
な
い
人
物
で
あ
っ
た
が
、
鱒
次
郎
は
野
心
家
で
あ
り
、

蠣
太
を
利
用
し
て
出
世
し
よ
う
と
た
く
ら
み
、
将
棋
好
き
を
装
っ
て
い
た
か
ら
。
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問
四　

傍
線
部
２
「
何
し
ろ
こ
れ
か
ら
俺
に
按
腹
を
頼
む
人
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
」と
安
甲
が
考
え
た
の
は
な
ぜ

で
す
か
。そ
の
説
明
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

安
甲
に
按
腹
を
頼
む
と
、
症
状
が
良
く
な
る
ど
こ
ろ
か
、
最
終
的
に
自
分
で
腹
を
切
ら
な
く
て

は
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
噂
が
広
ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

イ　

安
甲
に
按
腹
を
頼
ん
だ
人
は
必
ず
症
状
が
悪
化
し
、
死
ん
で
し
ま
う
た
め
、
こ
れ
以
上
死
人
を

出
し
て
し
ま
う
こ
と
は
気
が
引
け
る
か
ら
。

ウ　

安
甲
は
昔
、
自
分
の
按
腹
の
せ
い
で
一
人
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
た
め
、
按
腹
を
す

る
こ
と
に
対
し
て
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
て
い
た
か
ら
。

エ　

針
に
関
し
て
は
腕
に
自
信
が
あ
っ
た
が
、
按
腹
に
関
し
て
は
、
若
い
こ
ろ
に
一
人
死
な
せ
て
し

ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
自
信
が
な
か
っ
た
か
ら
。

オ　

若
い
こ
ろ
に
自
分
の
按
腹
の
せ
い
で
一
人
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
蠣
太
を
殺
し
て

し
ま
う
と
自
分
の
按
摩
と
し
て
の
評
判
が
下
が
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

問
五　

傍
線
部
３
「
何
で
も
本
当
の
こ
と
を
云
っ
て
く
れ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
に
至
る
ま
で
の
蠣
太
の
気

持
ち
の
変
化
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

今
ま
で
の
腹
の
痛
さ
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
激
痛
に
耐
え
て
、
何
と
か
安
甲
の
と
こ

ろ
に
た
ど
り
着
い
た
が
、
治
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
わ
れ
、
あ
き
ら
め
て
い
る
。

イ　

腸
捻
転
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
悔
し
さ
を
感
じ
て
い
た
が
、
安
甲
に
も
う
治
す
こ
と
は
で
き

な
い
と
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
自
分
の
運
命
に
絶
望
し
て
い
る
。

ウ　

安
甲
の
せ
い
で
病
状
が
悪
化
し
た
と
思
い
、
怒
り
が
こ
み
上
げ
て
き
た
が
、
も
う
医
者
で
も
治

す
こ
と
は
で
き
な
い
と
悟
っ
た
う
え
で
、
開
き
直
っ
て
い
る
。

エ　

安
甲
に
腹
を
触
ら
せ
て
か
ら
症
状
が
悪
化
し
た
た
め
、
安
甲
が
自
分
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
と

感
じ
、
そ
れ
な
ら
ば
武
士
と
し
て
自
ら
腹
を
切
っ
て
死
ん
で
や
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

オ　

腸
捻
転
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
ひ
ど
く
悲
し
み
、
自
分
の
運
命
に
対
し
て
絶
望
感
を
抱
い

て
い
た
が
、
治
す
方
法
を
思
い
つ
き
、
希
望
に
満
ち
て
い
る
。

問
六　

傍
線
部
４
「
な
ぜ
か
少
し
落
ち
つ
か
な
い
様
子
に
な
っ
て
、
話
を
ひ
ど
く
概
略
に
し
て
し
ま
っ
た
」
と

あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア　

そ
れ
ま
で
蠣
太
が
自
分
で
腹
を
切
っ
た
こ
と
を
詳
し
く
話
し
て
い
た
が
、
あ
ま
り
に
不
思
議
な

出
来
事
で
あ
っ
た
た
め
、
自
分
で
も
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
。

イ　

今
ま
で
蠣
太
の
気
の
強
さ
を
詳
し
く
語
っ
て
い
た
が
、
遺
言
と
し
て
密
書
の
こ
と
を
聞
い
て
い

た
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
の
話
に
触
れ
な
い
よ
う
に
気
を
使
っ
た
か
ら
。

ウ　

蠣
太
か
ら
遺
言
と
し
て
密
書
の
こ
と
を
聞
い
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
誰
に
も
言
っ
て
は
い
け
な

い
と
い
う
状
況
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

エ　

蠣
太
が
自
ら
腹
を
切
っ
た
と
い
う
こ
と
を
自
慢
げ
に
話
し
て
い
た
が
、
若
い
こ
ろ
に
一
人
死
な

せ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

オ　

蠣
太
の
切
腹
未
遂
を
面
白
お
か
し
く
話
し
て
い
た
が
、
武
士
に
と
っ
て
腹
を
切
る
こ
と
は
と
て

も
重
い
こ
と
で
あ
る
と
気
づ
き
、
蠣
太
に
申
し
訳
な
く
思
っ
た
か
ら
。
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問
七　

傍
線
部
５
「
あ
ん
な
お
饒
舌
に
密
書
の
在
り
か
を
云
う
奴
が
あ
る
も
の
か
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
鱒

次
郎
と
蠣
太
の
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
の
説
明
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

鱒
次
郎
は
密
書
の
存
在
が
ば
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
、
密
書
の
こ
と
を
話
し
た
蠣
太
に
激

し
い
怒
り
を
感
じ
て
お
り
、
蠣
太
も
密
書
の
こ
と
を
話
し
た
こ
と
を
ひ
ど
く
後
悔
し
て
い
る
。

イ　

鱒
次
郎
は
お
し
ゃ
べ
り
な
安
甲
に
密
書
の
存
在
を
話
す
と
す
ぐ
に
広
ま
っ
て
し
ま
う
と
恐
れ
て

い
た
が
、
蠣
太
は
鱒
次
郎
が
口
封
じ
と
し
て
安
甲
を
殺
し
て
く
れ
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
。

ウ　

鱒
次
郎
は
親
友
で
あ
っ
た
蠣
太
が
自
分
を
裏
切
っ
て
密
書
の
存
在
を
他
人
に
口
外
し
た
こ
と
に

腹
を
立
て
て
い
た
が
、
蠣
太
は
安
甲
が
遺
言
を
守
っ
て
く
れ
る
と
信
じ
込
ん
で
い
た
。

エ　

鱒
次
郎
は
お
し
ゃ
べ
り
な
安
甲
が
密
書
の
存
在
を
口
外
す
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
た
が
、

蠣
太
は
い
く
ら
お
し
ゃ
べ
り
な
安
甲
で
も
遺
言
は
守
っ
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
た
。

オ　

鱒
次
郎
は
密
書
の
存
在
を
知
っ
た
安
甲
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
憤
り
を
感

じ
て
い
た
が
、
蠣
太
は
い
く
ら
な
ん
で
も
殺
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

問
八　

本
文
中
の

①

～

④

は
会
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
会
話
が
成
立
す
る
よ
う
に
、
当
て
は
ま

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

ア　
「
誰
に
打
ち
明
け
る
事
が
要い

る
も
の
か
。
そ
こ
ら
に
如
才
は
あ
る
も
の
か
、
君
が
死
ん
だ
と
聴

け
ば
す
ぐ
飛
ん
で
来
て
隙す

き

を
見
て
俺
が
自
身
で
探
し
出
し
て
し
ま
う
」

イ　
「
そ
れ
は
そ
う
か
も
知
れ
な
い
が
、人
も
あ
ろ
う
に
あ
ん
な
奴
に
打
ち
明
け
る
奴
が
あ
る
も
の
か
」

ウ　
「
そ
ん
な
ら
天
井
の
ど
の
辺
に
ど
う
隠
し
て
あ
る
か
今
で
も
見
当
が
つ
く
か
」

エ　
「
そ
れ
な
ら
あ
の
場
合
誰
に
打
ち
明
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
」

問
九　

傍
線
部
６
「
君
は
あ
い
か
わ
ら
ず
君
子
だ
な
」
と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
鱒
次
郎
の
心
情
と
し
て
最
も
ふ

さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

安
甲
を
信
じ
た
せ
い
で
、
安
甲
が
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
付
か
な
い
蠣
太
を

馬
鹿
に
し
て
い
る
。

イ　

安
甲
が
お
し
ゃ
べ
り
で
、
信
用
な
ら
な
い
こ
と
に
全
然
気
が
付
か
な
い
蠣
太
の
鈍
感
さ
を
皮
肉

を
込
め
て
ほ
め
て
い
る
。

ウ　

安
甲
が
蠣
太
を
裏
切
っ
て
密
書
の
こ
と
を
話
し
た
の
に
、
そ
れ
で
も
安
甲
の
こ
と
を
信
じ
る
蠣

太
に
同
情
し
て
い
る
。

エ　

命
を
危
険
に
さ
ら
し
、
な
お
か
つ
秘
密
も
守
ら
な
い
安
甲
の
こ
と
を
馬
鹿
正
直
に
信
じ
て
い
る

蠣
太
に
呆
れ
て
い
る
。

オ　

ど
ん
な
人
で
も
信
じ
る
心
の
広
さ
と
、
殺
さ
れ
か
け
た
の
に
そ
れ
を
許
す
蠣
太
の
優
し
さ
に
心

か
ら
感
服
し
て
い
る
。
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問
十　

こ
の
小
説
に
つ
い
て
、
ク
ラ
ス
内
で
議
論
を
し
ま
し
た
。
次
の
発
言
者
の
中
か
ら
、
本
文
の
内
容
や
解

釈
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
説
明
を
し
て
い
る
者
を
す
べ
て
選
び
、
名
前
で
答
え
な
さ
い
。

せ
い
こ
…
…  

こ
の
お
話
は
主
人
公
で
あ
る
蠣
太
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
登
場
人
物
の
心

情
が
と
て
も
読
み
取
り
や
す
い
文
章
だ
ね
。
鱒
次
郎
の
人
物
像
が
冷
酷
に
描
か
れ
て
い

る
か
ら
皮
肉
が
際
立
っ
て
い
る
ね
。

ひ
ろ
み
‥
…  
鱒
次
郎
と
は
反
対
に
、
蠣
太
は
喜
怒
哀
楽
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
思
っ
た
こ
と
を
す

ぐ
に
口
に
出
し
て
し
ま
う
感
情
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
し
、
行
動
か
ら
心
情

を
読
み
取
り
や
す
か
っ
た
わ
。
そ
れ
で
も
自
分
で
腹
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
に

は
本
当
に
驚
い
た
わ
。

ご
ろ
う
…
…  

確
か
に
自
分
で
腹
を
切
っ
て
腸
捻
転
を
治
す
と
い
う
の
は
と
て
も
勇
気
の
い
る
こ
と
だ

よ
ね
。
本
当
に
切
羽
詰
ま
っ
た
状
況
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
密
書
の
こ
と
を
他
人
に
話
し
て

し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
ね
。

ひ
で
き
…
…  

こ
の
密
書
っ
て
蠣
太
と
鱒
次
郎
が
協
力
し
て
作
っ
た
も
の
な
ん
だ
よ
ね
。
そ
れ
に
し
て

も
大
事
な
秘
密
を
他
人
に
話
し
て
し
ま
う
の
は
武
士
と
し
て
良
く
な
い
と
思
う
な
。

あ
き
な
…
…  

そ
れ
は
蠣
太
が
真
面
目
に
作
っ
て
き
た
密
書
を
無
駄
に
し
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た
い
な

い
と
思
っ
た
か
ら
仕
方
が
な
か
っ
た
ん
だ
よ
。
そ
の
こ
と
は
鱒
次
郎
も
仕
方
が
な
い
と

思
っ
て
い
る
よ
。

も
も
え
…
…  

蠣
太
も
死
を
覚
悟
し
た
か
ら
遺
言
の
つ
も
り
で
安
甲
に
密
書
の
こ
と
を
伝
え
た
ん
だ
よ
。

で
も
結
局
は
蠣
太
に
打
ち
明
け
ら
れ
た
か
ら
安
甲
は
鱒
次
郎
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ん

だ
け
ど
ね
。
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③

④
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平成31年度　入学試験（ 2月 4日実施）

算　数
［40分］

［注意事項］

１ ．試験開始の合図があるまで、この問題用紙は開かないこと。
２．解答は、すべて解答用紙に記入すること。
３．問題は1〜5まであります。ページが抜

ぬ

けていたら、すみやかに手
を上げ、監

かん

督
とく

の先生に申し出てください。

東京農業大学第一高等学校中等部
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1   次の各問いに答えなさい。

（ 1）　9999×9999　を計算しなさい。

（ 2）　（ 6  56  −□÷0.125 ）÷  25  −  23  = 1 　のとき、□にあてはまる数を求めなさい。

（ 3）　
7
35
 の分母と分子に同じ整数を足して約分すると 

5
9
 になりました。足した整数を求め

なさい。
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2   次の各問いに答えなさい。

（ 1）　下の図のような平行四辺形 ABCD があります。点 E ，F は辺 BC を三等分する点です。
三角形 AGH と平行四辺形 ABCD の面積の比を、この順で求めなさい。

（ 2）　下の図のように、 1辺が 12 cm の正方形と直径 4 cm の円があります。円は正方形の
内部を辺に接しながら動きます。このとき、円が通過する部分の面積を求めなさい。た
だし、円周率は 3.14 とします。

A D

B CE F

G

H

12cm

12cm
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（ 3）　 9時から 10 時までの 1時間で、短針と長針の間の角の大きさが 180 度になる時刻は 
何時何分ですか。

（ 4）　ある CD ショップには、上下 2段の棚に合計 200 枚の CD があります。CD を何枚か

販
はん

売
ばい

したところ、上段は 13 枚減り、下段は販売する前の 
3
5
 に減りました。また、上段

は下段のちょうど 2倍の枚数となりました。最初にあった上段のCDの枚数を求めなさい。
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3　  　一郎君は 7時 30 分に家を出て、 2 km 離
はな

れた学校に一定の速さで歩いて登校しました。
6分後に、お母さんは忘れ物に気付き、自転車で一郎君を追いかけました。お母さんは一
定の速さで進み、A 地点で一郎君に忘れ物を届け、すぐに来た道を帰りました。 8時ちょ
うどに一郎君は学校に、お母さんは家に到着しました。

（ 1）　お母さんが家を出たとき、一郎君は何 km 歩いていましたか。

（ 2）　A 地点で出会ったのは何時何分ですか。

（ 3）　一郎君とお母さんの間の距
きょ

離
り

と時間の関係を、解
かい

答
とう

欄
らん

のグラフにかきなさい。

距離（km）
2

0

1

8：00 時間（分）7：507：407：30
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4　  　ビリヤード台に白球と黒球が 1個ずつ置かれています。太郎君は、黒球を白球に当てる
ゲームをしています。黒球を直接白球に当てず、（ア）～（エ）のいずれかの壁

かべ

に 2 回当てて
から白球を狙

ねら

います。例えば下の例のようなコースが考えられます。これ以外のコースと
してあと 6通りあります。残りのコースを例にならって解答欄の図にかき込みなさい。

（ア）

（エ）

（イ） （ウ）

例）

（ア）

（エ）

（イ） （ウ）

（ア）

（エ）

（イ） （ウ）
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5　  　現在使われている暦
こよみ

はグレゴリオ暦
れき

というもので、次の規則にしたがって 400 年間
に 97 回のうるう年を設けることになっています。
　①　西

せい

暦
れき

年号が 4で割り切れる年をうるう年とする。
　②　例外として、西暦年号が 100 で割り切れて 400 で割り切れない年は平年とする。
　ただし、 1年が 365 日の年を平年、366 日の年をうるう年といいます。
　このとき、次の問いに答えなさい。

（ 1）　今日 2019 年 2 月 4 日は月曜日です。2020 年 2 月 4 日は何曜日ですか。

（ 2）　来年以降で、初めて 2月 4日が月曜日となるのは西暦何年ですか。

（ 3）　今年 2019 年 9 月 3 日は火曜日です。ドラえもんの誕生日である 2112 年 9 月 3 日は 
何曜日ですか。考え方もかきなさい。



平成31年度　入学試験（ 2月 4日実施）算数　解答用紙

東京農業大学第一高等学校中等部

受験番号 氏　　　名 得　点

2 （1） （2）

：
cm2

（3） （4）

時 分 枚

5 （1） （2）

曜日 年
（3）

答え 考え方

曜日

4

3 （1） （2）

km 時 分
（3）

距離（km）
2

0

1

8：00 時間（分）7：507：407：30

1 （1） （2） （3）



平成31年度　入学試験（ 2月 4日実施）

社　会
［40分］

［注意事項］

１ ．試験開始の合図があるまで、この問題用紙は開かないこと。
２．解答は、すべて解答用紙に記入すること。
３．問題は １ページ〜 １9 ページの合計 １9 ページあります。ページが抜

ぬ

けて
いたら、すみやかに手を上げ、監

かん

督
とく

の先生に申し出ること。

東京農業大学第一高等学校中等部
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１ 　昨年日本では、豪雨災害、地震災害、台風災害など数多くの災害が発生しました。次の表
は、平成元（1989）年以降に日本で発生した主な自然災害について示したものです。この表を
みて、後の各問いに答えなさい。

発生年月 災害名
平成 2年11月〜 ①雲仙岳噴火

平成 5年 7月 Ａ北海道南西沖地震

平成 5年 7月〜 平成 5年 8月豪雨

平成 7年 1月 あ阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）

平成12年 3 月 ②有珠山噴火

平成12年 6 月 ③三宅島噴火および新島・神津島近海地震

平成16年10月 台風第23号

平成16年10月 Ｂ新潟県中越地震

平成17年12月〜 平成18年豪雪

平成19年 7 月 新潟県中越沖地震

平成20年 6 月 岩手・宮城内陸地震

平成23年 3 月 い東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）

平成23年 8 月〜 台風第12号

平成26年 8 月 平成26年 8 月豪雨

平成26年 9 月 ④御嶽山噴火

平成28年 4 月 Ｃ熊本地震

平成28年 8 月 台風第10号

平成29年 7 月 平成29年 7 月九州北部豪雨

平成29年10月 台風第21号

平成30年 6 月 大阪府北部を震源とする地震

平成30年 7 月 Ｄ平成30年 7 月豪雨

平成30年 8 月 台風第21号
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問 １　日本では、自然災害による犠牲者が毎年出ています。次のグラフのア〜エは、風水害、
地震・津波災害、火山災害、雪害による近年の死者・行方不明者の数を示したもので
す。雪害に該当するものとして適切なものを、次のア〜エから 1つ選び、記号で答え
なさい。

ウ． エ． 

25000
20000
15000
10000
5000
0

平
成
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

（年）

（人）

70
60
50
40
30
20
10
0

平
成
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

（年）

（人）

ア． イ．

150
120
90
60
30
0

平
成
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

（年）

（人）

300
250
200
150
100
50
0

平
成
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

（年）

（人）

（『平成30年度版 防災白書』より作成）

問 ２　自然災害が多く発生する日本では、その被害をできるだけ小さくすることや、住民が
災害発生時にすみやかに避難を行うことができるように、各市区町村によって自然災
害の被害を予測した地図の整備が進められています。この地図の名称をカタカナで答
えなさい。



─ 3 ─

問 ３　年表中の①〜④の火山の位置として適切なものを、次の地図中のア〜ケから 1つ選び、
それぞれ記号で答えなさい。

イ

ア

ウ

エ

オ

カ
ク

キ

ケ
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問 ４　火山は災害をもたらすだけではなく、私たちに恩恵も与えてくれています。次の地図
ア〜エは、平成29（2017）年度の日本における新エネルギー（風力、太陽光、地熱、バイ
オマス）の発電量の上位 7都道府県と、年間合計発電量（単位：1000kWh）を示したも
のです。地熱発電を示したものとして適切なものを、次のア〜エから 1つ選び、記号
で答えなさい。

ア．

年間合計発電量：13,078,914

イ．

年間合計発電量：2,090,524

ウ．

年間合計発電量：8,748,778

エ．

年間合計発電量：5,448,383

（資源エネルギー庁HPより作成）
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問 ５　次のグラフのア〜エは、年表中のＡ〜Ｄの災害が発生した、奥尻島（北海道）、熊本（熊
本県）、倉敷（岡山県）、長岡（新潟県）のいずれかの雨温図を示したものです。倉敷に該
当するものとして適切なものを、次のア〜エから 1つ選び、記号で答えなさい。

500

400

300

200

100

0

30

20

10

0

－10

－20

ア．

降
水
量（
m
m
） 気

温（
℃
）

1 3 5 7 9 11

500

400

300

200

100

0

30

20

10

0

－10

－20

ウ．

降
水
量（
m
m
） 気

温（
℃
）

1 3 5 7 9 11

500

400

300

200

100

0

30

20

10

0

－10

－20

イ．

降
水
量（
m
m
） 気

温（
℃
）

1 3 5 7 9 11

500

400

300

200

100

0

30

20

10

0

－10

－20

エ．
降
水
量（
m
m
） 気

温（
℃
）

1 3 5 7 9 11

（気象庁HPより作成）
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問 ６　年表中のあ・いの地震について、次の（ 1）・（ 2）の問いに答えなさい。

（ 1） あ・いの地震では、下の写真のような液状化の被害が発生しました。一般的に液状
化現象はどのような場所で発生しやすいか答えなさい。

（ 2） あ・いの地震は、いずれも震度 7が観測された大地震でしたが、あの地震では津波
被害は全くみられず、一方でいの地震では津波による甚大な被害が発生しました。
なぜあの地震では、震度 7の激震にも関わらず津波被害がみられなかったのか、簡
潔に説明しなさい。
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問 ７　あなたは、次の地図で示した地域に住むことになりました。防災の観点から家を建て
るとすると、地図中Ａ〜Ｄのなかでどの地点が最も安全であると考えられますか。選
んだ地点を明らかにして、あなたがそのように考えた根拠を説明しなさい。

Ａ
Ｂ

Ｃ

Ｄ



─ 8 ─

２ 　「歴史の中の女性」に関する次の（ １ ）～（ ５ ）の文章を読み、後の各問いに答えなさい。

（ 1）
古代以前には、女性が王や天皇になって政治を行った例が多数あります。例えば、卑弥呼は
女王として邪馬台国をおさめていました。飛鳥時代以降には 6人 8代の女性が天皇に即位
し、政治を行っています。例えば、ア．斉明天皇 は、東北の蝦夷を討つために坂上田村麻呂
を派遣しました。他にも班田収授法をつくったとされる イ．持統天皇 、①最初の流通貨幣
とされる銅銭の発行や平城京遷都を行った ウ．元明天皇 、藤原不比等らにより養老律令が
編さんされた当時の エ．元正天皇 などの例もあります。古代以前においては、女性が政治
の表舞台に立つことは、それほど珍しいことではなかったことがわかります。

（ 2）
中世以降になると（ 1）とは異なり、女性が  XXXXXXXXXXXXXXXXX  例が見られます。
例えば、②鎌倉時代には北条政子が、将軍には就任していないものの「尼将軍」と呼ばれ、政
治を左右するほどの力をもちました。他にも、③室町時代では 8代将軍足利義政の妻であり
9代将軍足利義尚の母として権力をもった日野富子、④安土・桃山時代では豊臣秀吉が亡く
なった後に子の豊臣秀頼の後見役となった淀殿などが挙げられます。

（ 3）
女性が  XXXXXXXXYXXXXXXXX  例もあります。例えば、摂関政治の全盛期を築いた藤原
道長・頼通親子や、武士として初めて太政大臣になった⑤平清盛は、ともに、自分の娘を天
皇の后とし、天皇の祖父になることで権力を強化しました。また、戦国時代に浅井氏に嫁い
だ織田信長の妹であるお市の方や、⑥江戸時代に朝廷から14代将軍徳川家茂に嫁いだ和宮な
どは、いずれも同盟強化や関係改善のために婚姻関係を結んだ例です。

（ 4）
文化史をひも解くと、時代を問わず多くの女性が優れた事績を残したことがわかります。例
えば文学の分野においては、『源氏物語』の作者である紫式部や、『枕草子』の作者である 
清少納言が挙げられます。また、⑦明治時代には『たけくらべ』を書いた樋口一葉や、『君死
にたまふことなかれ』を書いた与謝野晶子などが活躍しました。

（ 5）
近代においては、男性と女性の扱いが異なることが多くありました。例えば、⑧産業革命の
時期には、女性は女工として男性よりも安い賃金で働いていました。戦後になると、日本国
憲法では第14条や第24条などに男女平等がうたわれ、様々な場面で平等が目指されてきまし
た。しかし、改善したこともあるとはいえ、現在でも⑨女性の雇用や労働、⑩女性政治家の
少なさなどが時折ニュースや新聞でとりあげられています。
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問 １　下線部①について、ここでいう貨幣を、次の写真ア〜エから 1つ選び、記号で答えな
さい。

ア． イ．

ウ． エ．

問 ２　次の文章Ⅰ・Ⅱは、（ 1）の文中ア〜エのどの人物に関するものか選び、それぞれ記号
で答えなさい。なお、適切なものがない場合はオを記入しなさい。

Ⅰ．白村江の戦いで敗れた後、九州に防人を設置した。

Ⅱ．夫である先代の天皇から律令の編さん事業を引きついだ。

問 ３　下線部②に関連して、かつては、「源頼朝が征夷大将軍に就任した」1192年が鎌倉幕
府の成立とされていました。ところが近年は、「源頼朝が諸国に守護・地頭を設置する
権限を認められた」1185年を鎌倉幕府の成立年とする考え方が有力とされています。
なぜ、守護・地頭を設置する権限を認められた年が鎌倉幕府の成立した年とされるの
か、その理由を説明しなさい。
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問 ４　下線部③について、室町時代に関する記述として適切でないものを次のア〜エから 1
つ選び、記号で答えなさい。

ア．足利尊氏が天皇を立てて以来、朝廷は南朝と北朝に分かれていたが、足利義満が
南北朝を統一した。

イ．倭寇の活動が盛んであったため、明との貿易の際には倭寇と区別するために勘合
が用いられるようになった。

ウ．シャクシャインが率いるアイヌと和人の戦いが起こった。
エ．山城の国一揆で守護大名が追放され、国人によって自治が行われた。

問 ５　下線部④について、桃山文化に関する絵・写真として適切でないものを、次のア〜エ
から 1つ選び、記号で答えなさい。

ア． イ．

ウ． エ．

問 ６　（ 2）の文中の空欄  Ｘ  に当てはまる内容を考え、文章に合う形で答えなさい。
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問 ７　下線部⑤に関連して、次の地図は平清盛が力を入れた日宋貿易の航路を示しています。
この航路中にあり、平氏があつく信仰した神社を、次のア〜エから 1つ選び、記号で
答えなさい。

ア.　出雲大社　　イ.　伊勢神宮　　ウ.　厳島神社　　エ.　春日大社

大宰府

日本

平安京平安京

大輪田泊

問 ８　（ 3）の文中の空欄   Ｙ   に当てはまる内容を考え、文章に合う形で答えなさい。

問 ９　下線部⑥について、江戸時代についての記述として適切なものを、次のア〜エから 1
つ選び、記号で答えなさい。

ア．徳川家康は征夷大将軍に就任して朝廷から支配の正当性を得た一方で、禁中並公
家諸法度によって朝廷を統制しようとした。

イ．ポルトガル船の来航が禁止されて以降、ラクスマンが根室に来航するまでオラン
ダと清以外の外国船が来航することはなかった。

ウ．田沼意次は江戸幕府の財政再建を目指し、商人の自由な経済活動を促すために株
仲間を解散したり、長崎貿易の制限を緩和したりした。

エ．清がアヘン戦争でイギリスに敗れたことを受けて、江戸幕府は外国船を遠ざける
べきと考えて異国船打払令を出した。
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問１0　下線部⑦に関連して、明治時代以降についての記述として適切でないものを、次のア
〜エから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア．日清戦争後の下関条約で、日本は遼東半島などを獲得したが、ドイツ・フランス・
イギリスから干渉を受け、返還することになった。

イ．日露戦争後のポーツマス条約で、日本は賠償金を得ることができなかったため、 
日比谷焼き討ち事件が起こった。

ウ．第一次世界大戦では、日本の船舶がよく売れ、「船成金」と呼ばれる人も現れた。
エ．満州事変に対し、国際連盟は日本の自衛行動ではないと判断し、それを不服とし
た日本は国際連盟を脱退した。

問１１　下線部⑧に関連して、次の絵は官営模範工場の様子を描いたものです。この官営模範
工場の名前を答えなさい。

問１２　下線部⑨について、1985年に制定された、職場における性別による差別を禁止した法
律を何というか答えなさい。

問１３　下線部⑩について、2018年 5 月に日本で「候補者男女均等法」が成立しました。この法
律は、政党が候補者を立てる際に男女比率が均等になるよう努力することを求めるも
のであり、この法律による女性議員の増加が期待されています。その一方で、この法
律によって女性議員が増えるとはかぎらないという意見もあります。そのように考え
られる理由を、「義務ではない」ということ以外で答えなさい。
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（次のページにも問題が続きます）
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３ 　次の新聞記事（朝日新聞　2018年 ９ 月 ４ 日付朝刊）を読み、後の問いに答えなさい。

①

②

③
A

B

④



Ｐ15  

 

    問１ Ｘ、Ｙ  → 問題削除 

 

 試験開始前に、以上の訂正を行いました。 

  

 なお、この問題については、全員正解として採点いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 
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問 ２　傍線部②について、永住外国人の権利として認められているものとして適切でないも
のを、次のア〜エから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア．　国民健康保険への加入
イ．　保育園への入所
ウ．　国政選挙の投票権
エ．　公共職業訓練の受講

問 ３　傍線部③について、この出来事はアメリカ国内における「低所得者向けの住宅ローン」
に関する問題から始まったといわれています。この住宅ローンは一般的に何と呼ばれ
るか、カタカナで答えなさい。

問 ４　傍線部④に関連して、国民の権利に関する日本国憲法条文中の空欄 あ  〜 う  に
当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、空欄中の数字は当てはまる語句の文字数
をあらわしています。

　　　第11条 　国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障
する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び  あ（ 2） 
の国民に与へられる。

　　　第13条 　すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利については、  うい（ 5）う  に反しない限り、立法その他の国政の上
で、最大の尊重を必要とする。

　　　第14条 　すべて国民は、  う（ 3）  に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分
又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

問 ５　傍線部Ａについて、日本国内への移民の受け入れについては様々な意見があります。移
民を「働き手」と捉える視点からは、どのような賛成意見・反対意見があげられるで
しょうか、本文の内容も参考にしながら、それぞれ説明しなさい。
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問 ６　傍線部Ｂについて、日本で働く外国人が増える中で、さまざまな宗教上の義務がある
イスラム教徒の人々が暮らしやすい環境をつくる動きが広がっています。これに関す
る次の（ 1）（ 2）の問いに答えなさい。

（ 1） 次のマークは、近年、空港や駅など多くの人が集まる場所において見かけられるよ
うになりました。このマークは、どのような場所を示すものか答えなさい。

（ 2） 次のマークは、特定の食材や食品につけられるマークです。このマークは、どのよ
うな食材や食品につけられるものか答えなさい。
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問 ７　傍線部Ｂについて、異なる文化や価値観に出会う経験は、他国の人々との出会いの中
にだけあるものではありません。今、あなたの隣で試験を受けている人も、あなたと
は異なる環境や文化の中で育ち、あなたとは違った価値観をもった人です。みなさん
の小学校生活を思い返してみても、クラスメイトと自分との価値観の違いに、「難し
さ」や「面白さ」を感じたことがあるはずです。ここでは、6年生のクラスで行われてい
る遠足についての話し合いを題材に考えてみましょう。下に続く（ 1）〜（ 3）の問いに
答えなさい。

（ 1） 6 年生のあるクラスでは、来月行われる遠足のバスの座席を決めています。クラス
の中から、「くじ引きで席を決めたい」という意見と、「自由に席を決めたい」とい
う意見、「どちらでもよい」という意見が出されました。それぞれの立場をとる生徒
は、バスの座席を決める上で、どのようなことを最優先事項としていると考えられ
るか答えなさい。

（ 2） 別のあるクラスでは、バスの座席決めについて、「出席番号順に座る」「くじ引きで
決める」「自由に決める」という 3つの意見が出されました。そこで、30人いるクラ
スの生徒に“座席の決め方の希望順位”を答えてもらうアンケートをとったところ、
下の表のような結果が得られました。

＜結果＞

人数 5人 12人 10人 3 人
第 1希望 番号順 自由 くじ くじ
第 2希望 自由 番号順 番号順 自由
第 3希望 くじ くじ 自由 番号順

＊結果の表の見方
　　 表の右端の結果であれば、第 1希望を「くじ」、第 2希望を「自由」、第 3希望を
「番号順」とした生徒が 3名いるということを示している。

　　この結果をもとに、なるべく多くの生徒が納得できる座席の決め方を選ぼうとした
ところ、右ページにあるような主張がなされました。空欄 あ  ・ い  には、そ
れぞれの主張の根拠となる内容が当てはまります。上の表の結果をもとに、この内
容を考えて答えなさい。また、空欄 Ｘ  に当てはまる数字を、上の表の結果をも
とに答えなさい。
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主張

マサトさん
「みんなが納得するのは “くじ” に決まっているじゃないか。
何といっても、　あああああああああああ　からね。」

アヤコさん
「希望順位ごとに点数をつけて計算してみれば、みんな “自由に決める”に納得するはずだ
よ。第 1希望を 4点、第 2希望を 2点、第 3希望を 1点として30人分の得点を集計してみ
れば、 Ｘ  点で “自由に決める”の得点が一番高くなるからね。」

ツヨシさん
「 “番号順” に座席を決めるのが、一番みんな納得するはずだよ。
だって、　あああああいあああああ　から。」

（ 3）　（ 2）で示された 3人の主張の中から 1つを選び、その主張が成り立たないともい
える根拠を述べなさい。なお、選んだ主張をした人物の名前を解答欄に記すこと。
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１ 　次の文章Ⅰ、Ⅱを読み、後の各問いに答えなさい。

Ⅰ　図 １のように自転車の後輪の一番外側にシール １と、さらにその反対側にシール ２をつけ
て矢印の向きに進みました。図 ２の破線はシール １の動いた道筋を、実線はシール ２の動い
た道筋を示しています。ただし、自転車はすべることなく進んだものとします。

シール1

シール2

自転車が動く方向

図 1

B B

A
シール1

シール2
図 ２

　　農太郎君は図 ２の曲線ＡＢと曲線ＢＡを用いて、図 ３のような振
ふ

り子を作りました。点線
は振り子の運動の道筋を表しています。また、振り子の糸および曲線ＡＢ、曲線ＢＡの長さ
はすべて同じ長さとなるように作られています。

B
A

A

図 ３

Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ

B
A

A

図 ４

問 １　図 ４のようにⅠ、Ⅱ、Ⅲの高さからそれぞれ振り子を静かにはなしたとき、振り子の
周期はどうなりますか。振り子の周期について、正しく説明したものを、次のア～エか
ら選び、記号で答えなさい。

ア．Ⅰが最も長い　　　イ．Ⅱが最も長い
ウ．Ⅲが最も長い　　　エ．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲすべて同じ
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　次に、図 ５のように、振り子の途中にカミソリを置き、振り子の糸が切れるようにしました。

イ

ア

ウ エカミソリ

図 5

問 ２　糸が切れた後のおもりの道筋について正しいものを、図 5のア～エから選び、記号で
答えなさい。

　　さらに、農太郎君は糸の長さおよび曲線ＡＢ、曲線ＢＡの長さを25cm、50cm、75cm、
100cmに変えて周期を測る実験をしました。実験結果は表 １のようになりました。ただし、振
り子の振れ幅は全て同じものとします。

表 1
糸の長さ［cm］ 25 50 75 100
周期［秒］ 1.2 1.7 2.1 2.4

　　また、図 ６のような振り子をつくり、糸の長さを変えて周期を測る実験をしました。実験
結果は表 ２のようになりました。ただし、振り子の振れ幅は全て同じものとします。

図 6

表 ２
糸の長さ［cm］ 25 50 75 100
周期［秒］ X Y 2.3 2.6

問 ３　表 ２のＸ、Ｙに適する数値を、小数第二位を四捨五入して答えなさい。
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　　さらに、図 ７のように、糸の長さが100cmの振り子のＯ点の真下25cmのところにくぎを打
ち、図 ４のⅠと同じ高さから振り子を静かにはなしました。すると、振り子は右にふれ、く
ぎに引っ掛かりました。

図 7

ウ

ア

オ
エ

くぎ

O

イ

問 ４　このとき、振り子はどの高さまで上がりますか。図 7のア～オから選び、記号で答え
なさい。

問 ５　このときの振り子の周期（秒）を小数第二位を四捨五入して答えなさい。
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Ⅱ　図 ８のような実験器具があります。ａｂ間の １～ ８の場所に、図 9のあ～くのブロックを
入れて連続的な面を作り、球を転がします。ただし、ブロックを重ねたり、回転させたりし
て用いることはできません。なお、くのブロックは図 ２の曲線ＡＢを用いました。

あ

なし

い う え お か き く

図 9

1 2 3 4 5 6 7 8
a b

球

図 8

問 ６　あ～くのブロックをすべて用いたところ、実験結果は以下の表のようになりました。 
ａｂ間のブロックの組み合わせを記号で答えなさい。ただし、物体がａを通過した時間
を ０とします。

場所 1 ２ ３ ４ 5 6 7 8

球が各場所の終わりを
通過した時間［秒］

2.5 4.8 7.9 11.4 15.6 18.7 20.7 23.2

問 ７　球がａからｂに達する時間が最短となるブロックの組み合わせを記号で答えなさい。
ただし、あ～くのブロックは何度同じものを用いてもよいものとします。
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２ 　

Ⅰ　次の生徒と先生のやり取りを読んで、後の各問いに答えなさい。

農太郎君：�先生、今日朝読書の時間に宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』を読みました。そこに次のよ
うな文があったのですが

・・・おまえは化学をならっただろう。水は酸素と水素からできているということを知っ
ている。いまはだれだってそれを疑いやしない。実験してみるとほんとうにそうなんだか
ら。けれども昔はそれを水銀と塩でできていると言ったり、水銀と硫黄でできていると
言ったりいろいろ議論したのだ。・・・

　　　　　�この文中に「実験してみたらほんとうにそうなんだから」とありますが、どのような
実験をして水が酸素と水素からできていることを知ったのですか。

先　　生：�『銀河鉄道の夜』は宮沢賢治の代表作で、たしか1930年ごろに出版され、現在も多く
の方に読まれている作品ですね。その中に書いてある実験とは、おそらく1800年に
ニコルソンとカーライルという科学者が初めて行った水の電気分解のことだと思い
ます。それまでは『銀河鉄道の夜』にも書いてあるように水はどんなものからつくら
れているかわからなかったのです。

農太郎君：�電気分解ですか。初めて聞きました。僕も同じ実験をして本当に水が酸素と水素か
らできていることを確かめてみたいです。

先　　生：�それでは、今日の放課後実験室で水の電気分解をやってみましょう。授業が終わっ
たら実験室にいらっしゃい。
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　　それから、先生は放課後までに次の図 １のような実験装置を準備して、農太郎君が来るの
を待ちました。そして放課後になり農太郎君がやってきました。

図 1

電源装置
＋極-極

ピンチコック

農太郎君：先生、実験よろしくお願いします。
　　　　　�この装置を使って水が酸素と水素からできていることを確かめるのですか。でも、こ

の実験装置には水が入っていませんね。

先　　生：�そうなのだよ。電気分解の実験はこの装置に溶
よう

液
えき

を入れ、電気を通して物質を分解
するのだけれど、装置に入れた溶液に電気が通らないと分解することができないの
だよ。だからその溶液を農太郎君に選んでもらいたくて待っていたのです。

農太郎君：�電気を通す溶液ですか。では、電気分解するときは水酸化ナトリウム水溶液などが
いいですね。だけど� あ  が溶けている水では電気分解はできなさそうですね。

先　　生：�さすが農太郎君、よくわかっているね。それでは、今回は水酸化ナトリウム水溶液
を使って実験してみよう。水酸化ナトリウム水溶液を電気分解しても、水を電気分
解したのと同じ結果になるのです。
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　電気分解後、農太郎君は次の図 ２のような状態の実験装置を見ました。

図 ２

電源装置

気体A気体B

＋極－極

ピンチコック

うすい水酸化ナトリウム水溶液

農太郎君：�先生、装置の中に気体がたまりました。発生した気体の体積は同じではなくて＋極
の上にたまった気体の ２倍の体積の気体が－極にたまっています。これがそれぞれ
酸素と水素なのですか。

先　　生：�そうです。でも、どちらの気体も無色透明でどちらが酸素でどちらが水素か見た目
ではわかりませんね。どちらが水素でどちらが酸素なのか確かめてみよう。

　そう言って、先生はゴム栓をとり、それぞれの気体に火のついたマッチを近づけました。

図 ３

火をつけた
マッチを
近づける
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　　すると、気体Ａではマッチの炎が大きくなり、激しく燃えました。気体Ｂでは「ポン」と音
がしました。

農太郎君：�先生、わかりました。気体Ａが� い  で気体Ｂが� う  ですね。本当に水は酸素と
水素からできていることがわかりました。ありがとうございました。あと、もう一
つ疑問に思ったのですが、＋極と－極にたまった気体の体積の関係は電気分解を始
めたすぐあとから同じ体積比のままでした。これは水素も酸素も水に溶け� え  い
気体だからですよね。

先　　生：�さすがは農太郎君、よく実験し、よく勉強していますね。これからも頑張って継続
していきましょう。

農太郎君：本当にありがとうございました。先生さようなら。

問 １　 あ  に適するものを、次のア～オからすべて選び、記号で答えなさい。

ア．砂糖　　イ．硫
りゅう

酸
さん

　　ウ．食塩　　エ．アルコール　　オ．アンモニア

問 ２　 い  、 う  に適する語句を、それぞれ答えなさい。

問 ３　 え  に適する語句を答えなさい。
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Ⅱ　Ⅰの電気分解で発生した水素の体積は3.6Lで、その重さは0.3gでした。また、このとき同
時に発生した酸素の重さは2.4gでした。水素0.3gと酸素2.4gを別の容器に入れてから燃やす
と水が2.7gできて気体はなくなってしまいました。以下の各問いに答えなさい。ただし、気
体の体積を答える問題は、燃やす前の温度に戻した時の体積を答えなさい。

問 ４　電気分解して水素が1.2L生じたとき、同時に発生した酸素は何gですか。

問 ５　水素10.8Lと酸素を混ぜて燃やすと水が8.1gでき、気体は残っていませんでした。燃や
す前に酸素は何gありましたか。

問 ６　水素と酸素を混ぜて燃やすと水が3.78gでき、気体は残っていませんでした。このとき、
燃やす前の気体は水素と酸素合わせて何Lでしたか。

問 ７　水素0.2gと酸素2.0gを混ぜて燃やすと水ができ、気体も残っていました。できた水の
重さは何gですか。また、残った気体の体積は何Lでしたか。

問 ８　水素0.3gに酸素3.6Lを少しずつ加えて燃やしました。このとき、縦軸は燃やした後の
容器内の物質の重さ、横軸は加えた酸素の体積として解答用紙のグラフを完成させなさ
い。

問 9　水素3.6Lに酸素3.6Lを少しずつ加えて燃やしました。このとき、縦軸は残っている気
体の体積、横軸は加えた酸素の体積として解答用紙のグラフを完成させなさい。
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（次のページにも問題が続きます）
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３ 　植物の形態に関する次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。
　　ノルウェーの夏は短く、厳しい冬が長く続きます。氷河によるフィヨルドの地形が見られ、
たくさんのコケが生育してトナカイのエサとなっています。このような気候でも、植物は厳
しい寒さに耐える生活形をもち適応しています。
　　植物が厳しい環境に耐えて休眠するための姿を抵

ていこう

抗芽
が

といいます。植物の生活形は、抵抗
芽の位置の違いで分けられています。図 １はＡ～Ｅの生活形の様子を模式的に示したもので
す。それぞれの生活形の抵抗芽の位置と説明は、表の通りです。

種子

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

図 1

表　植物の生活形と抵抗芽
生活形 抵抗芽の位置 説明

A　地上植物 地上30㎝以上 気温の高さや降水量の多さに応
じるB　地表植物 地上30㎝以下

C　半地中植物 地表 葉を地面に接するように広げる

D　地中植物 地中 低温や凍結から守る

E　一年生植物 種子 低温や乾燥に耐える
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②インドネシア①リビア

デンマーク
AB C D E

（砂漠気候） （熱帯雨林気候）

図 ２

問 １　植物の生活形について、次の文の� あ  に適する語句を答えなさい。

　植物が分布する緯度が低いほど、植物の抵抗芽の位置は� あ  くなる。

問 ２　図 ２の①、②の各地域における植物の生活形のグラフを、デンマークの植物形のグラ
フを参考にして、次のア～ウからそれぞれ選び、記号で答えなさい。

イ

A B C D E

ウ

A B C D E

ア

A B C D E

問 ３　Ａの生活形をもつ植物は、次の ２つのグループに分けられます。

　Ａ－ 1　季節によって葉を落とすグループ
　Ａ－ ２　季節によって葉を落とさないグループ

⎧
⎨
⎩

（ 1）Ａ－ 1のグループを何と呼びますか。グル―プの名まえを答えなさい。

（ ２）次のア～キの植物のうち、Ａ－ ２のグループに適する植物をすべて選び、記号で答
えなさい。

ア．ソメイヨシノ　　イ．アカマツ　　ウ．イチョウ　　エ．ツバキ
オ．アジサイ　　　　カ．クヌギ　　　キ．スダジイ
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問 ４　図 1のＣの生活形をもつ植物について、以下の問いに答えなさい。

（ 1）Ｃの生活形をもつ植物に見られる、葉を地面に接するように広げた状態のものを
何と言いますか。名まえを答えなさい。

（ ２）日本でも外国からやって来たこの生活形をもつ植物を多く見ることができます。
外国からやってきて、日本の生態系で繁殖しているこのような植物の仲間を何と呼
びますか。

問 ５　様々な植物の地下の様子を示した次の 1～ ４のグループに適する植物を、次のア～オ
から選び、記号で答えなさい。

1．塊根
ダリア

2．塊茎
ジャガイモ

3．りん茎
タマネギ

4．根茎
ススキ

ア．イチゴ　　イ．ユリ　　ウ．サツマイモ　　エ．サトイモ　　オ．ハス

問 ６　次のア～オは、植物の種子を示しています。これについて、以下の各問いに答えなさ
い。

（ 1）ア～オの種子をアサガオ、ヒマワリ、イネ、ホウセンカ、ダイズの順に並びかえて
記号で答えなさい。

ア イ ウ エ オ

（ ２）（ 1）の種子のうち、発芽した子葉をとると成長がもっとも悪くなるものを、ア～オ
から選び、記号で答えなさい。
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（次のページにも問題が続きます）
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４ 　図 １は2018年 ３ 月21日から24日の午前 9時の天気図です。また、グラフは関東地方の ３地
点（図 ２の地図上のあ、い、う）における2018年 ３ 月～ ５月と ６月～ ８月の期間の最高気温と
最低気温の平均をそれぞれ示したものです。これらについて後の各問いに答えなさい。
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あ

い
う

図 ２ 図 ３　百葉箱

問 １　地上で気象観測を行うために設置されている百葉箱（図 ３）について、以下の各問いに
答えなさい。

（ 1）　百葉箱は、気温の他に何を観測するためのものですか。

（ ２）　百葉箱について説明した次のア～エのうち、正しいものを選び、記号で答えなさい。
ア．太陽の熱を吸収しやすくするため、全体を白く塗ってある。
イ．内部に風や直射日光が入らないように、まわりがよろい戸になっている。
ウ．扉を開けた時に直射日光が入らないように、とびらは南向きにつけられている。
エ．地面からの照り返しの影響を防ぐため、芝生の上に建てられている。

問 ２　図 1の天気図について、以下の各問いに答えなさい。

（ 1）　 ３月２２日の天気図中の前線Ａの名まえを答えなさい。

（ ２）　 ３月２２日の前線Ａ、Ｂについて説明した次のア～カのうち、正しいものをすべて
選び、記号で答えなさい。
ア．前線Ａは寒気が暖気の下にもぐり込んで暖気を押し上げながら進む。
イ．前線Ａが通過するときにはおだやかな雨が長時間降る。
ウ．前線Ａが通過すると気温が上がり、風が南寄りから北寄りに変わる。
エ．前線Ｂが通過するときには積雲や積乱雲が生じる。
オ．前線Ａに比べ前線Ｂのほうが前線付近に発達する雲の範囲が広い。
カ．前線Ａに比べ前線Ｂのほうが進むのが遅く次第に前線の間がせまくなる。
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（ ３）次の図は、 ３月２３日の天気図中のＸ－Ｙの断面図を示しています。図中のえ、お、
かはそれぞれ寒気、暖気のどちらですか。正しい組み合わせを次のア～クから選び、
記号で答えなさい。

え
Y X

お

か

え お か え お か
ア． 寒気 寒気 寒気 イ． 寒気 寒気 暖気
ウ． 寒気 暖気 寒気 エ． 暖気 寒気 寒気
オ． 暖気 暖気 暖気 カ． 暖気 暖気 寒気
キ． 暖気 寒気 暖気 ク． 寒気 暖気 暖気

（ ４） 1気圧（1０1３hPa）は、1０３３6㎏の空気が 1 m２の面を押す力に相当します。 ３月２1日
に日本南岸に位置する低気圧の中心気圧は1００２hPaでしたが２４時間後には99２hPaに
低下しました。この２４時間に低下した気圧は、海面上の 1 m２の空気の重さに換算す
るとおよそ何kgに相当しますか。小数第一位を四捨五入して、整数で答えなさい。

問 ３　グラフから読み取れる事として誤っているものを、次のア～カから ２つ選び、記号で
答えなさい。
ア．同じ地点で比べると①、②では ３～ 5月の時期のほうが、 6～ 8月の時期よりも
最高気温と最低気温の平均の差が大きい。

イ．同じ地点で比べると③では 6～ 8月の時期のほうが、 ３～ 5月の時期よりも最高
気温と最低気温の平均の差が大きい。

ウ．最高気温の平均はいずれの時期も③、①、②の順に低くなっている。
エ．最低気温の平均はいずれの時期も③、①、②の順に低くなっている。
オ． ３地点の ３～ 5月の最高気温と最低気温の平均の差は③、①、②の順に小さくな
る。

カ． ３地点の 6～ 8月の最高気温と最低気温の平均の差は③、①、②の順に小さくな
る。
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問 ４　グラフの①～③は図 ２のあ～うの ３地点のうちどの地点の最高気温と最低気温の平均
を示したものですか。正しい組み合わせを次のア～カから選び、記号で答えなさい。

① ② ③ ① ② ③
ア． あ い う イ． あ う い
ウ． い あ う エ． い う あ
オ． う あ い カ． う い あ

問 ５　海風、陸風について、以下の各問いに答えなさい。

（ 1）　陸は海に比べてあたたまりやすく冷えやすいので、日
ひ ざ

射しがあると陸上の空気が
海上の空気に比べて高温になり、陸上と海上に気圧の差が生じて風が吹きます。関東
地方の陸上と海上の間で 6月～ 8月の晴れた日の昼間に吹く風の向きとして正しい
ものを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。

ア

北
海 海 海海陸 陸 陸 陸

イ ウ エ

（ ２）　グラフと図 ２、海風、陸風の関係を説明した次の文の� あ  に適する語句を答え
なさい。

　　　海風、陸風の影響が小さい地点では、影響が大きい地点と比べて一日の最高気温
と最低気温の差が� あ  。

問 ６　郊外に比べて都市部ほど気温が高くなる現象があります。この現象により、図 ２のい
の地点では過去100年間に、約 ３℃平均気温が上昇しました。この現象の名まえを答えな
さい。
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