
令
和
三
年
度
　
一
般
入
試
問
題

国
　
語

（
解
答
時
間�

五
〇
分
）

（
配
　
　
点�

一
〇
〇
点
）

１
．
問
題
用
紙
は
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

２
．
試
験
開
始
後
、
解
答
用
紙
に
シ
ー
ル
を
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

３
．
解
答
用
紙
に
受
験
番
号（
算
用
数
字
）と
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

４
．
問
題
番
号
は
一
～
三
で
あ
る
。
最
初
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

５
．
解
答
は
す
べ
て
、
解
答
用
紙
の
解
答
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

６
．
解
答
は
鉛
筆
な
ど
で
濃
く
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

７
．
試
験
終
了
の
合
図
と
と
も
に
解
答
を
や
め
て
筆
記
用
具
を
置
き
、
監
督
者
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

８
．
問
題
用
紙
は
各
自
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

［
注
　
意
　
事
　
項
］

東
京
農
業
大
学
第
一
高
等
学
校
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一
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
ギ
リ
シ
ャ
語
の「
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
」か
ら
発
し
て
い
ま
す
。「
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
」と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
言
葉
で
、
あ
る
物
事
が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
状
態
で
、
だ
か
ら
こ
れ
は「
現
実
態
」と
訳
さ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の「
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア（
現
実
態
）」と
は
、
た
だ
何
か
が
現
実
に
そ
こ
に
お
か
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
何
か
が
生
成
し
発

現
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
最
終
的
に
あ
る
形
を
と
り
、
あ
る
目
的
を
も
っ
て
そ
こ
に
あ
る
、
と
い
う
含
み
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
あ
る
事
柄

が
、
生
成
す
る
運
動
の
行
き
着
い
た
最
終
的
な
形
と
し
て
そ
こ
に
現
前
す
る
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
美
し
い
花
は
、（
ａ
）ハ
イ
ガ
か
ら
始
ま
り
生
成
し
変
成
し
、
最
終
的
な
形
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
こ
う
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
描
け
ば
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
実
は
、
こ
の
何
か
が
生
成
し
発
現
し
て
あ
る
形
を
と
る
と
い
う
運
動
を
ギ
リ
シ
ャ
で

は「
自
然（
ピ
ュ
シ
ス
）」と
い
う
。

　

だ
か
ら「
自
然
」と
は
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
は
、
自
ず
と
生
成
し
変
転
し
て
ゆ
く
運
動
な
の
で
す
。
お
の
ず
か
ら
発
現
し
て
ゆ
く
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
は
、
何
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
混
沌
か
ら
生
成
し
発
現
し
て
ゆ
く
運
動
、
す
な
わ
ち「
自
然
」

の
帰
結
な
の
で
す
。

　

Ａ

、
実
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
前
に
プ
ラ
ト
ン
が
い
る
。
そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
こ
の「
ギ
リ
シ
ャ
的
自
然
」と
は
少
し
異
な
っ

た
考
え
方
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

プ
ラ
ト
ン
と
い
え
ば「
イ
デ
ア
論
」が
有
名
で
、「
イ
デ
ア
」と
は
、
物
事
の

Ⅰ

的
で
超
感
覚
的
な
本
質
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
物
事
の

本
質
を
示
す
理
念（
形
）と
い
っ
て
よ
い
。

　

た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。
鎌
倉
時
代
の
彫
像
家
の
運
慶
は
す
ば
ら
し
い
仏
の
像
や
菩
薩
像
を
彫
り
出
し
て

い
ま
す
。
興
福
寺
北
円
堂
の
無む

著ち
ゃ
く

・
世せ

親し
ん

像
な
ど
、
よ
く
も
ま
あ
こ
の
よ
う
な
像
が
彫
れ
た
も
の
だ
と
い
つ
も
思
い
ま
す
。
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そ
の
時
、
プ
ラ
ト
ン
な
ら
こ
う
い
う
で
し
ょ
う
。
目
に
は
見
え
な
い
仏
の
イ
デ
ア
が
ま
ず
あ
り
、
そ
の
イ
デ
ア
を
実
現
す
べ
く
、
運
慶
は
木

材
と
い
う
素
材
に
働
き
か
け
て
彫
像
を
制
作
し
た
、
と
。
あ
る
物
事
の
本
質
を
示
す
イ
デ
ア
が
ま
ず
あ
り
、
そ
の
イ
デ
ア
を
実
現
す
べ
く
物
事

が
作
り
出
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
仏
の
イ
デ
ア
と
い
う
抽
象
的
で
理
念
的
で
い
っ
て
み
れ
ば
超
越
的
な
イ
メ
ー
ジ（
形
）が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対

し
て
、
彫
像
家
が
働
き
か
け
る

Ⅱ

的
な
材
料
で
あ
る
木
材
が
他
方
に
あ
る
。
こ
の「
材
料
」（
こ
れ
を「
ヒ
ュ
レ
ー
」と
い
い
ま
す
）に
働

き
か
け
て
そ
こ
に「
イ
デ
ア
」を
可
視
化
す
る「
形
」（
こ
れ
を「
エ
イ
ド
ス
」と
い
い
ま
す
）を
実
現
す
る
。
か
く
て
あ
る
物
が
存
在
す
る
こ
と
に
な

る
。
銀
皿
は
銀
と
い
う
素
材
に
働
き
か
け
て
そ
れ
を
あ
る
形
の
皿
へ
と
実
現
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
か
ら
す
る
と
、
こ
の「
材
料
」

こ
そ
が「
自
然
」な
の
で
す
。

　

こ
の（
ア
）プ
ラ
ト
ン
的
思
考
と
、先
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
思
考
は
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
る
。
い
や
、そ
こ
か
ら
で
て
く
る
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
ま
す
。

　

プ
ラ
ト
ン
か
ら
す
れ
ば
、
大
事
な
の
は「
イ
デ
ア
」と
呼
ば
れ
る
抽
象
的
な
本
質
で
あ
り
、
こ
れ
は
決
し
て
時
代
や
場
所
と
と
も
に
変
化
し
た

り
、消
滅
し
た
り
、人
に
よ
っ
て
個
体
差
が
で
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。そ
れ
は

Ⅲ

的
で
不
滅
の
物
事
の
本
質
な
の
で
す
。

Ｂ

「
イ
デ
ア
」と
い
う
概
念
は
、
ど
う
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な「
神
」や
、
ま
た
そ
れ
を
認
識
す
る
人
間
の
普
遍
的
な「
理
性
」あ
る
い
は「
精
神
」

に
重
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
ヒ
ュ
レ
ー
」と
呼
ば
れ
る
材
料
あ
る
い
は
質
料
は
、無
機
質
の
素
材
で
あ
り
、神
や
人
が
そ
れ
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ

て「
イ
デ
ア
」（
エ
イ
ド
ス
）に
あ
わ
せ
て
姿
を
か
え
て
ゆ
く
。
そ
し
て
こ
の
無
機
質
の
素
材
の
集
合
を
実
際
上「
自
然
」と
み
な
す
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
大
事
な
の
は
、
ど
う
し
て
も
、「
質
料（
ヒ
ュ
レ
ー
）」で
は
な
く「
形
相（
イ
デ
ア
＝
エ
イ
ド
ス
）」と
い
う
本
質
の
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

い
い
か
え
れ
ば「
自
然
」と
は
、
人
の
理
性
の
力
に
よ
っ
て
、
イ
デ
ア
を
実
現
す
る
よ
う
に
作
り
替
え
ら
れ
る
無
機
質
の
何
も
の
か
な
の
で
す
。

こ
れ
は
も
は
や
す
べ
て
を
包
み
込
ん
で
生
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
が
そ
れ
に
働
き
か
け
る
対
象
な
の
で
す
。
人
は
、
イ
デ
ア
を
実
現
す
べ
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く

Ⅳ

的
な「
自
然
」に
作
用
し
、
こ
れ
を
作
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

し
か
し
も
と
も
と
の
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
観
に
お
い
て
は
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
運
慶
が
仏
の
彫
像
を
彫
り
出
す
と
い
う
例
を
も

う
一
度
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
場
合
に
は
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
適
当
で
し
ょ
う
。

　

現
実
に
そ
こ
に
あ
る
彫
像
は
、
混
沌
の
中
か
ら
自
然
に
生
成
し
発
現
し
て
き
た
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
は
自
然
に
働
き
か
け
る
の
で
は
な
く
、

自
然
の
働
き
に
よ
っ
て
生
成
し
、
い
で
来
た
っ
た
の
で
す
。
彫
像
家
は
あ
ら
か
じ
め
思
い
描
い
た
イ
デ
ア
と
い
う
理
念
に
従
っ
て
自
然
に
働
き

か
け
て
彫
像
を
作
り
出
す
の
で
は
な
く
、
た
だ
自
然
の
働
き
の
手
助
け
を
し
て
彫
像
を
取
り
だ
す
の
で
す
。

　

Ｃ

、
彫
像
の
形
は
自
然
の
な
か
に
潜
在
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
潜
在
も
し
く
は
伏
在
す
る
だ

け
で
イ
デ
ア
と
い
う
よ
う
な
理
念
的
本
質
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
彫
像
家
は
、
こ
の
伏
在
す
る
も
の
を
彫
り
出
し
、
明
る
み
に
だ
す
だ

け
な
の
で
す
。

　

そ
れ
を
ま
た
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
彫
像
は
、
自
然
の
な
か
か
ら
生
成
し
発
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
彫
像
家
の
仕
事
は
、

こ
の
自
然
の
運
動
の
手
助
け
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
手
助
け
を「
テ
ク
ネ
ー
」と
い
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、「
テ
ク
ネ
ー
」と
は
、
自
然
を（
Ｘ
）発
露

さ
せ
、
う
ち
開
か
せ
る
作
用
で
、「
技
術
」と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
職
人
仕
事
」や「
芸
術
」と
も
深
く
か
か
わ
っ
た
概
念
な
の
で
す
。

　

だ
が
こ
の（
イ
）「
ギ
リ
シ
ャ
的
な
思
考
」は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
は
む
し
ろ
な
じ
み
や
す
い
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
で
は
か
つ
て
は
自
然
は「
じ
ね
ん
」で
あ
り
、「
お
の
ず
か
ら
な
る
も
の
」で
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
発
想
は
、
む
し
ろ
、
日
本
の「
自
然（
じ

ね
ん
）」に
近
い
。

　

じ
っ
さ
い
、
一
流
の
仏
師
は
、
仏
を
制
作
す
る
の
で
は
な
く
、
木
を
彫
る
こ
と
で
、
自
ず
と
現
生
し
て
ゆ
く
仏
を
取
り
出
す
手
助
け
を
し
た

の
で
す
。

　

Ｄ

、
日
本
の
華
道
は
、
西
欧
の
フ
ラ
ワ
ー
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
が
制
作
者
の
個
性
を
出
そ
う
と
す
る
の
と
は
違
い
、
制
作
者
の
個

性
を
殺
す
こ
と
で
自
ず
と「
花
」が
自
ら
を
作
品
と
し
て
現
れ
出
て
く
る
、
と
い
う
面
が
強
い
。
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も
と
も
と
、
生
成
し
流
転
し
て
ゆ
く
運
動
、
お
の
ず
か
ら
何
か
に
な
り
変
成
し
て
ゆ
く
も
の
、
そ
れ
が
日
本
の
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し

て
人
間
が
そ
れ
に
働
き
か
け
て
自
ら
の
都
合
に
合
わ
せ
て
変
形
で
き
る
無
機
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
西
欧
で
は
、「
ギ
リ
シ
ャ
的
な
思
考
」で
は
な
く
、「
プ
ラ
ト
ン
的
な
思
考
」が
そ
の
後
の
西
欧
文
化
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

プ
ラ
ト
ン
の「
イ
デ
ア
」は「
神
」に
な
っ
た
り「
理
性
」に
な
っ
た
り「
精
神
」に
な
っ
た
り
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の「
イ
デ
ア
ル
」つ
ま
り「
理
想
」

の
世
界
を
実
現
す
べ
く
自
然
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
変
形
し
、
支
配
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
人
間
が
自
ら
の「
理
想
世
界
」を
実
現
す
べ
く「
自
然
」を
支
配
し
、
そ
こ
か
ら
人
間
に
と
っ
て
必
要
な
力
を
引
き
だ
す
と
き
、
そ
れ

を「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」と
呼
ん
だ
の
で
す
。「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」は
自
然
の
な
か
に
堆
積
さ
れ
て
お
り
、
人
間
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
利
用
さ
れ
る
べ
き

力
な
の
で
す
。

　

こ
の「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な「
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
」と
か
な
り
違
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
的
な「
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
」は
、
あ
く
ま
で
自
然
の
な
か
か
ら
生
成
し
現
生
し
て
現
実
に
な
っ
た
姿
な
の
で
す
。

　

確
か
に
、
そ
れ
は
自
然
が
生
み
出
し
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
自
然
が「
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
」を
生
み
だ
す
と
き
、
主
体
に
な
っ
て
い
る
の
は
自

然
の
方
で
あ
っ
て
、
人
間
は
そ
の
自
然
の
生
み
出
す
作
用
を
せ
い
ぜ
い
助
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
人
間
の
方
が
主
役
に
な
っ
て
自
然
の
中
か

ら
力
を（「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」を
）取
り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
は
、
自
然
の
発
現
す
る
力（
エ
ネ
ル
ギ
ー
）の
手
助
け
を
し
、
そ
の

力
に
よ
っ
て
現
実
に
あ
る
も
の
を
そ
こ
に
あ
ら
し
め
る
だ
け
な
の
で
す
。

　

こ
れ
が「
テ
ク
ネ
ー
」す
な
わ
ち「
技
術
」で
あ
っ
て
、
そ
う
だ
と
す
る
と「
技
術
」と
は
、
も
と
も
と
自
然
の
も
っ
て
い
る
力
が
生
み
出
す
運
動

を
人
間
が
手
助
け
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
然
が
現
実
の
物
を
生
み
だ
す
働
き
に
寄
り
添
う
の
が「
技
術
」と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
、
決
し
て
、
人
間
の
幸
福
の
た
め
に
自
然
を
ね
じ
ふ
せ
、
そ
れ
を
支
配
す
る
手
段
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　

Ｅ

、
農
夫
が
土
地
に
働
き
か
け
そ
こ
か
ら
収
穫
を
得
る
、
こ
れ
は
決
し
て
自
然
に
対
立
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
農
夫
の
仕
事
は
、

穀
物
の
種
を
ま
く
こ
と
に
あ
り
、
生
育
は
自
然
の
生
長
力
に
任
せ
る
。
彼
は
そ
れ
を
見
守
る
だ
け
な
の
で
す
。
こ
れ
は
決
し
て
大
地
を「
挑
発
」
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す
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
大
地
が
石
炭
や
鉱
石
の
採
掘
に
充あ

て
ら
れ
る
と
、
そ
の
土
地
は（
ウ
）「
挑
発
」さ
れ
る
。

ま
た
、
産
業
化
は
、
耕
作
を
動
力
化
し
、
効
率
性
を
も
と
め
る
食
品
産
業
に
仕
立
て
あ
げ
る
。
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
役
立
つ
と
い
う
有
用
性

の
狭
い
領
域
に
押
し
込
め
ら
れ
る
。

　

同
様
に
、
ラ
イ
ン
河
が
せ
き
止
め
ら
れ
、
そ
こ
に
ダ
ム
を
作
り
、
せ
き
止
め
た
と
こ
ろ
に
無
理
や
り
穴
を
こ
じ
開
け
て
放
水
し
、
タ
ー
ビ
ン

を
ま
わ
す
。
こ
の
こ
と
は
、
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一
連
の

Ⅴ

的
な
仕
立
て（
プ
ロ
セ
ス
）の
な
か
に
ラ
イ
ン
の
流
れ
も
組
み
込
ま
れ
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
水
力
発
電
所
は
ラ
イ
ン
の
流
れ
に
即
し
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
ラ
イ
ン
の
流
れ
が
、
発
電
所
と
い
う
建
屋
の
な

か
へ
と
塞
が
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。

　

近
代
技
術
は
、
物
理
学
と
い
う
専
門
科
学
と
と
も
に
生
ま
れ
る
。
物
理
学
に
支
え
ら
れ
た
近
代
技
術
は
自
然
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
出
す

の
だ
が
、
そ
れ
は
自
然
に
即
し
た
も
の
で
は
な
く
、
自
然
を「
挑
発
」す
る
と
い
う
形
で
、
自
然
を
機
械
的
な
プ
ロ
セ
ス
へ
と
組
み
立
て
、
有
用

性
や
効
率
性
へ
と
送
り
だ
す
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
究
極
の
延
長
線
上
に
鉱
物（
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
）か
ら
作
り
出
さ
れ
た
原
子
力
と
い
う
も
の
が

で
て
く
る
。

　

こ
こ
に（
エ
）現
代
の「
技
術
」の
性
格
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
来
の「
自
然
」が
内
蔵
し
て
い
る
も
の
の
発
現
を
手
助
け
す
る「
テ
ク
ネ
ー
」で
は

な
く
、
自
然
に
対
峙
し
、
そ
れ
を
支
配
し
、
そ
れ
に
挑
戦
す
る
。
物
理
学
が
出
て
き
た
と
き
に
、
そ
れ
と
結
合
し
た
技
術
が「
近
代
技
術（
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
）」と
い
う
専
門
科
学
の
一
変
種
と
し
て
、
産
業
化
を
可
能
と
し
た
の
で
す
。

　

産
業
化
に
よ
っ
て
、人
は
物
的
な
富
の（
ｂ
）チ
ク
セ
キ
を
幸
福
だ
と
み
な
し
、技
術
に
よ
っ
て
い
く
ら
で
も
富
を
増
進
で
き
る
と
い
う
技
術
信

仰
を
生
み
だ
し
ま
し
た
。こ
れ
は
ま
た
、科
学
の
専
門
主
義
へ
の
信
仰
と
も（
Ｙ
）軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
今
日（
20
世

紀
の
中
葉
）、
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
こ
そ
が
そ
の
代
表
的
な
国
で
、
こ
の
ふ
た
つ
の
国
は
体
制
は
違
う
け
れ
ど
、
本
質
は
同
じ
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
あ
き
ら
か
に
近
代
技
術
の
暴
走
に
対
し
て
強
い
警
戒
感
と（
ｃ
）嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
ま
す
が
、
決
し
て
時
間
を
逆



─  6  ─

転
さ
せ
て
、
前
近
代
の
農
耕
社
会
へ
戻
ろ
う
な
ど
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
テ
ク
ネ
ー
」か
ら「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」へ
と
移
行
し
た
と
き

に
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
現
代
の
高
度
な
技
術
主
義
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
歴
史
の
必
然
な
の
で
す
。
極
端
に
い
え
ば
、
プ
ラ
ト

ン
か
ら
現
代
の
産
業
社
会
ま
で
は
一
直
線
な
の
で
す
。

　

水
力
発
電
は
よ
く
て
原
子
力
発
電
は
だ
め
だ
、
と
い
う
特
別
な
理
由
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
動
車
は
よ
い
け
ど
飛
行
機
や
ロ
ケ
ッ
ト
は
よ
く
な

い
、
と
い
う
理
由
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
工
の（
ｄ
）ヒ
リ
ョ
ウ
や
殺
虫
剤
で
き
れ
い
な
野
菜
を
作
る
の
は
よ
い
が
ク
ロ
ー
ン
の
ト
マ
ト
は
よ
く
な

い
、
と
い
う
理
由
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
一
連
の
技
術
文
明
の
流
れ
な
の
で
あ
っ
て
、
人
間
も
こ
の
歴
史
的
必
然
性
の
な
か
に
か
ら
め
と

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

だ
か
ら
、
今
さ
ら
、
反
技
術
主
義
を
掲
げ
て
農
耕
生
活
へ
と
退
却
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
実
は
あ
る
大
事
な
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
近
代
技
術
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
自
然
を
支
配
し
、
自
ら
の
手
で
自
ら
の
幸
福
の
条
件
を
作
り
出
す
た
め
の
も
の
で
し
た
。
技
術

に
よ
っ
て
、
自
然
の
脅
威
や
制
約
か
ら
逃
れ
、
自
然
を
支
配
し
て
、
理
想
的
な（
イ
デ
ア
ル
な
）社
会
を
実
現
し
て
ゆ
く
は
ず
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
日
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
人
は
、
様
々
な
専
門
科
学
と
結
合
し
た
技
術
が
生
み
だ
す（
ｅ
）キ
ョ
ウ
コ
な
機
械
的
シ
ス
テ
ム（
ハ

イ
デ
ガ
ー
的
に
い
え
ば「
立
て
組
み〔
ゲ
シ
ュ
テ
ル
〕」）の
中
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
水
力
発
電
が
ラ
イ
ン
の
水
を
建
屋
に
塞
ぎ
人

れ
る
の
と
同
様
に
、
人
も
、
こ
の
発
電
・
配
電
・
電
力
供
給
シ
ス
テ
ム
の
技
術
体
系
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
、

こ
の
技
術
の
体
系
に
依
存
し
、
従
属
し
、
そ
の
意
味
で
、
決
し
て
自
然
を
支
配
な
ど
し
て
い
な
い
の
で
す
。

　

こ
れ
は
原
発
の
場
合
に
は
も
っ
と
は
っ
き
り
す
る
で
し
ょ
う
。
原
発
は
、
核
物
理
学
、
原
子
力
工
学
、
土
木
工
学
、
地
震
学
、
防
災
学
、
建

築
学
そ
れ
に
経
済
学
な
ど
の
多
種
多
様
な
専
門
家
た
ち
の
高
度
な
共
作
で
す
。
徹
底
し
て
自
然
を
支
配
し
、
そ
の
う
ち
に
潜
む
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

最
大
限
に
発
露
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
自
然
か
ら
自
立
さ
せ
、
自
ら
の
手
で
富
を
生
み
出
そ
う
と
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
ま
さ
に
こ
こ
で
人
間
は
、
こ
の
自
動
化
し
て
し
ま
っ
た
シ
ス
テ
ム
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
建
屋
の
中
に
巨
大
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な
格
納
容
器
を
作
っ
て
、
そ
こ
に
放
射
性
物
質
を
閉
じ
込
め
た
つ
も
り
が
、
ど
う
や
ら
わ
れ
わ
れ
自
身
が
、
原
発
シ
ス
テ
ム
と
い
う
巨
大
な
建

屋
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
人
は
、
決
し
て
近
代
技
術
の
主
人
に
な
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
自
然
を
支
配
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
の
で
す
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
こ
に
こ
そ（
オ
）近
代
技
術
の
本
質
が
あ
る
、
と
い
い
ま
す
。

　

人
間
は
決
し
て
技
術
の
主
人
に
な
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
そ
の
奴
隷
に
な
る
こ
と
も
な
い
。
た
と
え
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
管
理
す
る
こ
と
に

成
功
し
て
も
、
そ
れ
が
、
人
間
が
技
術
の
主
人
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
断
じ
て
そ
う
で
は
な
い
。
管
理
が
不
可
欠
と
い

う
事
実
そ
の
も
の
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
人
間
の
行
為
の
無
能
を
暴
露
し
て
い
る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
い
ま
す
。（
理
想
社
版
選
集
第
18『
技

術
論
』の「
日
本
の
友
に
」よ
り
）

　

し
か
し
、
ま
た
、
こ
の
無
能
の
自
覚
に
お
い
て
、
人
は
、
自
然
の
う
ち
に
あ
る
、
何
か
計
り
知
れ
な
い
、
算
定
で
き
な
い
、
ま
だ
覆
い
隠
さ

れ
た
力
の
秘
密
へ
と
い
ざ
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
彼
は
い
う
の
で
す
。

　

結
局
、
こ
の
現
代
技
術
の
最
先
端
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
の
ギ
リ
シ
ャ
の
古
人
と
同
様
、
計
り
知
れ
な
い
自
然
の
力
の
前
に
ひ
ざ
ま

ず
き
、
そ
の
覆
い
隠
さ
れ
た
力
を
改
め
て
ま
ざ
ま
ざ
と
知
る
ほ
か
な
い
。
本
当
の
意
味
で
の
自
然
の
も
つ
途
方
も
な
い
力
に
思
い
を
至
す
ほ
か

な
い
。
物
理
科
学
も
も
と
も
と
は
自
然
の
も
つ
神
秘
的
と
い
う
ば
か
り
の
潜
在
力
を
知
る
た
め
の
知
識
だ
っ
た
は
ず
で
す
。

　

そ
こ
で
、
も
う
一
度
、
な
ぜ
ギ
リ
シ
ャ
人
が
、
自
然
を
支
配
す
る
な
ど
と
考
え
ず
に
、
人
は
自
然
に
寄
り
添
い
、
自
然
の
内
蔵
す
る
も
の
を

引
き
出
す
手
助
け
を
す
る
、
と
考
え
た
の
か
に
思
い
を
致
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
日
本
の
場
合
に
は
、
日
本
古
来
の「
自
然（
じ
ね
ん
）」へ
思
い
を
致
す
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

む
ろ
ん
、「
現
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」を「
テ
ク
ネ
ー
」へ
戻
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」へ
の
志
向
の
う
ち
に
、「
テ

ク
ネ
ー
」へ
の
思
い
を
持
ち
こ
む
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
現
代
技
術
の
暴
走
を
多
少
で
も
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

�

（
佐
伯
啓
思『
反
・
幸
福
論
』に
よ
る
）
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問
一　

波
線
部（
ａ
）～（
ｅ
）に
つ
い
て
、（
ａ
）（
ｂ
）（
ｄ
）（
ｅ
）の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
、（
ｃ
）の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。

問
二　

二
重
傍
線
部（
Ｘ
）「
発
露
」、（
Ｙ
）「
軌
を
一
に
し
て
い
る
」の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら

一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

（
Ｘ
）発
露　

⎱���⎱���⎱
１　

露
の
よ
う
に
表
面
に
に
じ
ん
で
見
え
る
こ
と
。

２　

爆
発
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
。

３　

一
段
上
の
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

４　

隠
し
て
い
た
こ
と
が
お
も
て
に
現
れ
出
る
こ
と
。

５　

水
分
の
よ
う
に
蒸
発
し
て
し
ま
う
こ
と
。

（
Ｙ
）軌
を
一
に
し
て
い
る　

⎱���⎱���⎱
１　

同
時
期
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
。

２　

お
互
い
に
協
力
し
て
い
る
こ
と
。

３　

違
う
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
。

４　

本
質
的
な
考
え
方
が
違
う
こ
と
。

５　

立
場
や
方
向
を
同
じ
く
す
る
こ
と
。

問
三　

空
欄

Ⅰ

～

Ⅴ

に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

具
体　
　
　

２　

無
機　
　
　

３　

抽
象　
　
　

４　

機
械　
　
　

５　

普
遍
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問
四　

空
欄

Ａ

～

Ｅ

に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

だ
か
ら　
　
　

２　

た
と
え
ば　
　
　

３　

と
こ
ろ
が　
　
　

４　

言
い
換
え
れ
ば　
　
　

５　

ま
た

問
五　

傍
線
部（
ア
）「
プ
ラ
ト
ン
的
思
考
と
、
先
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
思
考
は
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
る
」と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

プ
ラ
ト
ン
的
思
考
が
目
に
見
え
な
い
本
質
を
実
現
す
べ
く
働
き
か
け
を
す
る
と
物
が
で
き
る
と
考
え
る
の
に
対
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
的
思
考
は
何
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
か
ら
物
事
が
成
り
立
っ
て
い
く
最
終
的
な
形
と
し
て
物
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
。

２　

プ
ラ
ト
ン
的
思
考
で
は
物
の
本
質
は
抽
象
的
で
あ
り
時
代
や
場
所
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
的
思
考
で
は
す
べ
て
の
も
の
は
無
機
質
な
素
材
と
し
て
あ
り
、
人
の
働
き
か
け
に
対
応
し
て
変
化
し
て
い
く
と
考
え
て
い
る
。

３　

プ
ラ
ト
ン
的
思
考
が
自
然
と
い
う
考
え
方
を
否
定
し
、
物
事
に
は
本
質
の
み
が
存
在
す
る
と
考
え
る
の
に
対
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

的
思
考
は
人
の
作
る
物
も
実
は
自
然
の
帰
結
と
し
て
イ
デ
ア
を
人
が
形
に
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

４　

プ
ラ
ト
ン
的
思
考
で
は
大
事
な
の
は
イ
デ
ア
と
い
う
素
材
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
思
考
は
、
素
材
に
働
き
か
け
物

の
形
を
形
成
す
る
行
為
そ
の
も
の
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
る
。

５　

プ
ラ
ト
ン
的
思
考
で
は
神
の
意
志
が
働
い
て
無
機
質
な
素
材
が
自
然
に
変
化
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
す
る
の
に
対
し
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
的
思
考
は
素
材
の
良
さ
を
生
か
し
て
自
然
的
な
発
生
、
変
化
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。



─  10  ─

問
六　

傍
線
部（
イ
）「「
ギ
リ
シ
ャ
的
な
思
考
」は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
は
む
し
ろ
な
じ
み
や
す
い
」の
は
な
ぜ
か
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
最
も
適

当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

日
本
で
は
か
つ
て
物
は
「
お
の
ず
か
ら
な
る
も
の
」
で
あ
り
、
人
間
の
働
き
か
け
や
個
性
が
押
し
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
的
思
考
の
物
が
混
沌
の
中
か
ら
自
然
に
生
成
し
発
現
す
る
考
え
方
に
近
い
も
の
が
あ
る
か
ら
。

２　

日
本
で
は
有
名
な
仏
師
が
木
の
中
に
仏
像
の
本
質
を
見
つ
け
、
あ
ら
か
じ
め
思
い
描
い
た
仏
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
こ
に
投
射
し
て
作

品
を
完
成
さ
せ
た
が
、
そ
の
様
子
は
ギ
リ
シ
ャ
的
思
考
の
自
然
の
中
の
本
質
を
発
掘
す
る
方
法
に
近
い
も
の
が
あ
る
か
ら
。

３　

日
本
で
は
自
然
の
材
料
の
中
に
物
の
姿
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
変
化
を
待
つ
の
が
よ
い
と
考
え
た
が
、
こ
れ
は
ギ
リ

シ
ャ
的
思
考
の
物
は
無
機
質
で
変
化
し
な
い
と
い
う
考
え
方
と
根
本
で
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
。

４　

日
本
の
彫
像
家
は
、
自
然
の
中
に
あ
る
無
機
質
な
も
の
に
は
た
ら
き
か
け
て
理
念
的
な
本
質
を
掘
り
出
す
の
に
対
し
、
ギ
リ
シ
ャ
的

思
考
で
は
、
同
じ
よ
う
に
も
の
に
は
た
ら
き
か
け
て
本
質
的
な
物
を
積
極
的
に
創
出
す
る
と
こ
ろ
が
似
て
い
る
か
ら
。

５　

日
本
で
は
自
然
は
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
、
時
間
を
か
け
て
変
化
し
、
生
成
し
流
転
す
る
と
考
え
た
が
、
ギ
リ
シ
ャ
で
も
自
然
は
人
間

で
は
な
く
神
が
支
配
す
る
も
の
で
人
間
の
手
の
及
ば
な
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
。

問
七　

傍
線
部（
ウ
）「「
挑
発
」」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

人
間
の
方
が
主
役
と
な
っ
て
自
然
か
ら
力
を
得
て
利
用
す
る
こ
と
。

２　

人
間
が
自
然
の
手
助
け
を
し
て
自
然
を
保
護
し
て
い
く
こ
と
。

３　

人
間
と
自
然
が
常
に
対
立
し
、
や
が
て
自
然
の
驚
異
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
。

４　

自
然
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
、
自
然
を
文
明
と
同
化
し
て
い
く
こ
と
。

５　

自
然
界
に
存
在
し
な
い
も
の
を
人
間
が
作
り
出
す
こ
と
。
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問
八　

傍
線
部（
エ
）「
現
代
の「
技
術
」の
性
格
」が
見
ら
れ
る
も
の
の
事
例
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
二
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

ア
イ
ガ
モ
を
使
っ
て
雑
草
や
害
虫
を
駆
除
す
る
稲
作

２　

ポ
ン
プ
を
使
っ
て
山
上
に
引
き
上
げ
た
水
を
使
用
し
た
水
力
発
電

３　

自
然
環
境
を
そ
の
ま
ま
楽
し
め
る
国
立
公
園

４　

化
学
反
応
を
利
用
し
て
オ
ゾ
ン
を
発
生
さ
せ
る
装
置

５　

川
の
流
れ
に
従
っ
て
下
っ
て
い
く
カ
ヌ
ー

問
九　

傍
線
部（
オ
）「
近
代
技
術
の
本
質
」と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

自
然
の
力
に
お
そ
れ
お
の
の
き
、
そ
の
神
秘
的
な
力
に
は
か
な
わ
な
い
と
考
え
、
自
然
か
ら
無
理
な
力
を
引
き
出
さ
な
い
も
の
。

２　

自
然
を
支
配
す
る
こ
と
な
ど
考
え
ず
、
自
然
の
中
あ
る
力
を
引
き
出
す
手
助
け
を
す
る
と
考
え
る
も
の
。

３　

自
然
の
力
を
技
術
に
よ
っ
て
使
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
自
然
を
支
配
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
も
の
。

４　

自
然
を
支
配
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
奴
隷
に
な
る
こ
と
も
な
い
自
然
と
は
一
線
を
画
し
た
存
在
を
大
切
に
す
る
も
の
。

５　

自
然
を
抑
え
込
み
人
間
が
主
役
と
な
っ
た
こ
と
で
、
自
然
よ
り
優
位
に
立
っ
た
が
管
理
を
必
要
と
す
る
も
の
。
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問
十　

こ
の
文
章
の
内
容
や
構
成
に
つ
い
て
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
二
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

プ
ラ
ト
ン
的
な
考
え
方
を
お
し
す
す
め
る
と
、
技
術
は
、
自
然
か
ら
人
間
の
役
に
立
つ
と
い
う
自
然
全
体
か
ら
い
う
と
狭
い
範
囲
で

自
然
を
挑
発
す
る
形
で
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
現
在
の
技
術
信
仰
を
生
み
出
し
て
い
る
。

２　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
代
技
術
の
広
が
り
に
対
し
て
批
判
的
で
警
戒
感
も
抱
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
歴
史
的
な
必
然
で
あ
っ
て
、
今
後
、

以
前
の
よ
う
な
自
然
と
人
間
が
対
立
し
な
い
姿
に
戻
る
こ
と
も
予
見
し
て
い
る
。

３　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
張
で
は
無
能
な
人
間
で
も
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
管
理
に
成
功
し
て
い
る
の
で
、
ず
っ
と
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
も
人
間
が
技
術
の
奴
隷
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

４　

筆
者
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
張
を
紹
介
す
る
こ
と
を
中
心
に
論
を
展
開
し
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
現
代
の
技
術
を
人
が
持
つ
経
過
と

そ
の
内
容
へ
の
批
判
の
た
め
に
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
方
を
前
提
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

５　

筆
者
は
、
現
代
技
術
の
暴
走
を
止
め
る
た
め
に
は「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」を
ギ
リ
シ
ャ
的
な「
テ
ク
ネ
ー
」の
段
階
ま
で
戻
す
こ
と
が
必
要

だ
と
考
え
て
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
方
は
そ
の
た
め
の
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
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二
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

職
業
柄
、
学
生
と
接
す
る
機
会
が
多
い
。
楽
し
い
こ
と
も
多
い
が
、
時
お
り
も
う
少
し
お
お
ら
か
に
生
き
て
よ
と
、
切
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。

　

そ
れ
は「
私
な
ど
と
て
も
と
て
も
」と
い
っ
た
強
い
自
己
規
定
が
垣
間
見
え
る
こ
と
に
よ
る
。
自
己
評
価
の
慎
ま
し
さ
で
あ
る
。
じ
れ
っ
た
い
。

　

彼
ら
は
い
つ
頃
か
ら
自
己
評
価
と
い
う
習
慣
を
教
え
込
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
。「
〇
〇
ち
ゃ
ん
を
見
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
そ
れ
に
較く
ら

べ
て
あ
な

た
は
」な
ど
と
言
わ
れ
続
け
て
育
つ
と
、
い
や
で
も
他
と
の
比
較
の
な
か
で
し
か
自
分
を
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
る
も
の
だ
。

　

自
分
を
客
観
的
に
見
る
の
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
つ
も
誰
か
と
の
比
較
で
あ
っ
た
り
、
合
格
ラ
イ
ン
か
ら
の
距
離
と

し
て
し
か
意
識
さ
れ
て
い
な
い
と
し
た
ら
、（
ア
）ひ
た
す
ら
後
ろ
向
き
の
そ
ん
な
自
己
規
定
は
、
自
ら
の
可
能
性
を
あ
ら
か
じ
め
封
印
無
化
す

る
と
い
う
点
で
害
に
こ
そ
な
れ
、
益
す
る
と
こ
ろ
は
何
も
な
い
。

　

客
観
的
な
基
準
を
欠
い
て
は
評
価
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
か
ら
、
あ
る
一
つ
の
均
一
の
断
面
で
誰
を
も
切
り
取
ろ
う
と
す
る
の
が
評
価
の

視
線
で
あ
り
、
き
わ
め
て
限
定
的
な
あ
る
断
面
に
投
射
さ
れ
た
影
が
評
価
と
い
う
数
字
に
変
換
さ
れ
る
。
つ
ま
り（
Ｘ
）評
価
と
い
う
も
の
は
、

原
理
的
に
、
み
ん
な
に
同
じ
物
差
し
を
あ
て
て
判
断
で
き
る
項
目
に
つ
い
て
し
か
、
測
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
一
篇
の
詩
を
読
ん
で
、

そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
ん
な
問
題
は
評
価
の
場
で
は
絶
対
に
出
な
い
。
客
観
的
評
価
が

不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

評
価
で
き
る
能
力
と
い
う
の
は
、
誰
が
採
点
し
て
も
同
じ
結
果
が
出
て
く
る
よ
う
な
対
象
に
対
し
て
だ
け
、
そ
れ
を
量
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
人
間
の
評
価
の
全
体
像
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
試
験
な
ど
に
よ
る
評
価
は
、

そ
の
人
間
の
も
っ
と
も
大
切
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
歯
が
立
た
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
試
験
を
含
め
た
す
べ
て
の
評
価
は
、〈
現
在
お
よ
び
近
過
去
〉だ
け
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
も
い
ま
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
だ
。
評
価
と
は
、
常
に〈
現
在
の
〉、
し
か
も
あ
る
側
面
だ
け
に
焦
点
を
あ
て
た
き
わ
め
て
限
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定
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
限
定
的
な
評
価
が
一
人
歩
き
を
始
め
る
と
、
あ
た
か
も
個
人
の
全
体
で
あ
る
か
の
よ
う
な
オ
ー
ラ
を
持
ち
始
め
る
。
さ
ら

に
、
そ
の
限
定
的
な〈
現
在
の
〉評
価
が
、
そ
の
ま
ま
未
来
へ
投
射
さ
れ
、
未
来
を
規
定
す
る
大
き
な
要
因
と
な
り
や
す
い
。
未
来
は
現
在
に
依

存
は
す
る
が
、
地
続
き
で
は
な
い
。
現
在
が
未
来
を
規
定
し
、
限
定
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
要
因
は
、
自
分
の
力
は
こ
れ
く
ら
い

の
も
の
だ
か
ら
と
い
う
萎
縮
し
た
自
己
規
定
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。

　

評
価
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
良
け
れ
ば
自
信
を
も
っ
て
さ
ら
に
励
み
、
悪
け
れ
ば
、
そ
れ
を
分
析
し
て
克
服
で
き
る
よ
う
に
対
策
を
練
る
、

そ
う
い
う
使
わ
れ
方
を
し
た
場
合
に
の
み
意
味
を
持
つ
。
と
こ
ろ
が
、（
イ
）評
価
そ
の
も
の
が
自
己
目
的
化
し
て
し
ま
い
、
評
価
を
生
か
す
の

で
は
な
く
、
そ
れ
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
場
合
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
ま
し
て
、
そ
の
現
在
の
評
価
が
将
来
の
自

分
を
決
定
づ
け
て
し
ま
う
よ
う
な
、
評
価
へ
の
依
存
は
本
末
転
倒
、
ま
っ
た
く
意
味
を
持
た
な
い
も
の
な
の
だ
と
、
ま
ず
自
覚
を
し
て
ほ
し
い

も
の
だ
と
思
う
。「
私
は
ま
あ
こ
の
程
度
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」と
い
っ
た
値
札
を
ぶ
ら
下
げ
て
歩
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
若
者
が
多
す
ぎ
る

の
だ
。

　

第
三
者
に
よ
る
評
価
な
ら
、
そ
れ
は
他
人
が
勝
手
に
や
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
俺
に
は
関
係
な
い
よ
と
突
き
放
し
て
お
く
こ
と
も
で
き
る
。

だ
が
自
己
評
価
と
な
る
と
、
自
分
で
下
し
た
評
価
な
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
に
縛
ら
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
ん
な
余
計
な
縛
り
は

何
の
意
味
も
な
い
。

　

自
分
を
ど
こ
か
に
ピ
ン
止
め
し
て
、
位
置
づ
け
て
お
け
ば
安
心
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
安
心
は
、
お
う
お
う
に
し
て「
そ
こ
そ
こ
で
い
い
か
」

と
い
う
消
極
性
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
し
ま
い
や
す
い
し
、
高
望
み
し
て
も
無
理
だ
と
諦
め
に
結
び
つ
き
や
す
い
。

　

評
価
な
ん
て
知
っ
た
こ
と
か
、
や
り
た
い
奴
に
は
や
ら
せ
て
お
け
、
く
ら
い
の
気
概
を
持
っ
て
、
自
分
を
敢
え
て
位
置
づ
け
な
い
こ
と
。
そ

れ
は
確
か
に
不
安
で
は
あ
ろ
う
が
、
安
易
な
自
己
規
定
か
ら
は
決
し
て
開
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
未
来
の
可
能
性
を
押
し
開
く
も
の
で
も
あ
る

と
思
う
の
で
あ
る
。
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安
易
な
、
そ
し
て
消
極
的
な
自
己
規
定
、
自
己
評
価
か
ら
自
由
で
あ
り
続
け
る
こ
と
。
自
分
を
評
価
し
よ
う
と
し
な
い
で
、
敢
え
て
自
分
を

宙
づ
り
状
態
の
不
安
の
な
か
に
置
き
続
け
る
こ
と
。
そ
ん
な〈
未
決
定
状
態
〉こ
そ
が
、
何
か
の
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
と
き
、
一
気
に
そ
の
何
か

に
邁
進
す
る
推
進
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
安
定
し
た
自
己
規
定
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
推
進
力
は
生
ま
れ
な
い
。
自
分
の
可
能
性
は
、
自
分
で

す
ら
ま
だ
知
ら
な
い
も
の
な
の
だ
と
、
い
つ
も
い
つ
も
思
っ
て
い
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。

�

（
永
田
和
宏『
知
の
体
力
』に
よ
る
）

問
一　

傍
線
部（
ア
）「
ひ
た
す
ら
後
ろ
向
き
の
そ
ん
な
自
己
規
定
は
、
自
ら
の
可
能
性
を
あ
ら
か
じ
め
封
印
無
化
す
る
」と
あ
る
が
、
そ
の
説
明

と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

自
分
自
身
を
客
観
的
に
観
察
し
分
析
し
評
価
で
き
る
能
力
は
、
い
さ
さ
か
限
定
的
で
あ
り
独
り
よ
が
り
な
も
の
な
の
で
、
そ
の
評
価

を
生
か
す
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
結
果
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
た
め
将
来
の
自
分
を
決
定
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。

２　

他
の
誰
か
と
の
比
較
の
中
で
し
か
自
分
を
見
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
消
極
的
な
自
己
評
価
は
、
一
気
に
何
か
に
邁
進
す
る
よ
う
な
推

進
力
や
未
来
の
可
能
性
を
押
し
開
く
行
為
を
妨
げ
る
も
の
と
な
る
。

３　
「
私
な
ど
と
て
も
と
て
も
」
と
い
っ
た
強
い
自
己
規
定
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
客
観
的
な
基
準
を
無
視
し
て
い
る
た
め
に
、

他
者
と
の
比
較
や
合
格
ラ
イ
ン
か
ら
の
距
離
を
測
る
こ
と
が
で
き
ず
に
損
を
し
て
し
ま
う
。

４　

客
観
的
な
基
準
を
利
用
し
て
評
価
を
下
す
自
己
規
定
と
は
、
自
ら
の
絶
対
的
な
主
観
を
全
く
無
視
し
て
行
わ
れ
る
た
め
、
一
定
の
側

面
に
し
か
焦
点
が
当
て
ら
れ
な
い
偏
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
定
的
な
評
価
が
全
体
で
あ
る
よ
う
な
錯
覚
を
持
ち
や
す
く
な
る
。

５　

最
近
の
学
生
に
見
ら
れ
る
自
分
勝
手
な
自
己
評
価
を
見
て
い
る
と
、
そ
れ
は
生
活
習
慣
の
中
で
教
え
込
ま
れ
た
悪
習
で
あ
り
、
そ
の

弊
害
と
し
て
は
、
第
三
者
に
よ
る
評
価
で
な
い
た
め
、
過
大
評
価
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
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問
二　

傍
線
部（
イ
）「
評
価
そ
の
も
の
が
自
己
目
的
化
し
て
し
ま
い
、
評
価
を
生
か
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
」と
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
と
同
様
の
事
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
、
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

会
社
に
お
い
て
残
業
す
る
と
は
、
た
ま
っ
て
し
ま
っ
た
仕
事
を
処
理
す
る
た
め
に
行
う
業
務
で
あ
っ
た
が
、
残
業
代
を
稼
ぎ
た
く
て

残
業
を
行
う
社
員
が
増
え
て
し
ま
っ
た
。

２　

受
験
と
は
、
受
験
生
の
学
力
や
実
力
を
測
る
た
め
の
一
つ
の
有
効
な
手
段
と
し
て
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
て
い
る
が
、
試
験
で
良
い
点
数

さ
え
取
れ
ば
良
い
と
考
え
る
受
験
生
が
多
く
な
っ
た
。

３　

満
員
電
車
の
中
で
座
席
に
座
っ
て
い
る
私
は
、
新
宿
駅
か
ら
電
車
に
乗
っ
て
来
る
一
人
の
老
婆
の
姿
を
目
に
し
た
が
、「
こ
の
前
席

を
譲
っ
た
の
で
今
日
は
い
い
だ
ろ
う
」と
思
い
座
り
続
け
て
し
ま
っ
た
。

４　

肥
満
体
質
を
改
善
す
る
た
め
に
ダ
イ
エ
ッ
ト
を
始
め
た
が
、
本
来
の
改
善
課
題
を
見
失
っ
て
し
ま
い
、
極
度
の
食
事
制
限
を
し
た
た

め
に
、
か
え
っ
て
不
健
康
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

５　

労
働
者
を
経
済
的
に
豊
か
に
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
最
低
賃
金
を
上
げ
る
こ
と
を
考
え
た
経
営
者
が
、
逆
に
雇
用
を
控
え
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
失
業
者
が
増
え
て
し
ま
っ
た
。
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問
三　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
次
の
１
～
６
の
中
か
ら
す
べ
て
選
び
な
さ
い
。

１　

他
者
か
ら
の
評
価
と
違
っ
て
、
自
己
評
価
は
自
分
で
下
し
た
評
価
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
。

２　

現
在
が
未
来
を
規
定
し
、
限
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
自
己
規
定
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。

３　

評
価
と
は
、
常
に
現
在
の
あ
る
側
面
だ
け
に
焦
点
を
当
て
た
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
。

４　

一
篇
の
詩
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
、
客
観
的
な
評
価
は
で
き
な
い
。

５　

す
べ
て
の
人
々
や
現
象
か
ら
均
一
の
断
面
を
切
り
取
り
、
そ
の
特
徴
や
性
質
、
オ
ー
ラ
を
比
較
す
る
の
が
評
価
で
あ
る
。

６　

客
観
的
評
価
が
可
能
な
も
の
は
近
過
去
と
未
来
の
事
柄
で
あ
る
。

問
四　

二
重
傍
線
部（
Ｘ
）「
評
価
と
い
う
も
の
」と
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の「
評
価
」を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
か
、
ま
た
こ
の「
評
価
」

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
心
構
え
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
か
。
以
上
二
点
を
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
七
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

（「
と
す
る
心
構
え
が
必
要
で
あ
る
。」に
つ
な
が
る
形
で
答
え
な
さ
い
。）



─  18  ─

三
　
次
の
文
章
は
、
訪
問
者
の
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

さ
し
た
る
事
な
く
て
人
の
が
り
行
く
は
、
よ
か
ら
ぬ
事
な
り
。
用
あ
り
て
行
き
た
り
と
も
、
そ
の
事
は
て
な
ば
、
と
く
帰
る
べ
し
。
久
し
く

居
た
る
、（
ア
）い
と
む
つ
か
し
。

　

人
と
向
ひ
た
れ
ば
、
詞
お
ほ
く
、
身
も
く
た
び
れ
、
心
も
し
づ
か
な
ら
ず
。
よ
ろ
づ
の
事
さ
は
り
て
時
を
う
つ
す
。
互
ひ
の
た
め
益
な
し
。

い
と
は
し
げ
に
言
は
ん
も
わ
ろ
し
。
心
づ
き
な
き
事
あ
ら
ん
折
は
、（
Ⅰ
）な
か
な
か
そ
の
よ
し
を
も
言
ひ
て
ん
。
同
じ
心
に
向
は
ま
ほ
し
く
思

は
ん
人
の
、
つ
れ
づ
れ
に
て
、「
い
ま
し
ば
し
、
け
ふ
は（
イ
）心
し
づ
か
に
」な
ど
い
は
ん
は
、
こ
の
限
り
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
阮げ
ん

籍せ
き

が
青
き
眼ま
な
こ、

誰
も
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。

　

そ
の
こ
と
と
な
き
に
人
の
来
り
て
、
の
ど
か
に（
Ⅱ
）物
が
た
り
し
て
帰
り
ぬ
る
、
い
と
よ
し
。
ま
た
、
文
も
、「
久
し
く
聞
え
さ
せ
ね
ば
」な

ど
ば
か
り
い
ひ
お
こ
せ
た
る
、（
ウ
）い
と
う
れ
し
。

（
注
）※

向
は
ま
ほ
し
く
…
…
対
座
し
て
い
た
く

※
阮
籍
…
…�「
阮
籍
」中
国
六
朝
時
代
の
晋
の
人
。
竹
林
の
七
賢
の
一
人
。
気
に
入
っ
た
人
に
出
会
う
と
青
い
目
を
し
、
気
に
入
ら
な

い
人
が
来
る
と
白
い
目
を
し
た
と
さ
れ
る
人
物
。
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問
一　

傍
線
部（
Ⅰ
）「
な
か
な
か
」、（
Ⅱ
）「
物
が
た
り
」に
つ
い
て
、
文
意
に
合
う
も
の
を
、
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び

な
さ
い
。

（
Ⅰ
）「
な
か
な
か
」

　
　

１　

か
な
り　
　
　

２　

か
え
っ
て　
　
　

３　

た
ぶ
ん　
　
　

４　

な
ぜ
な
ら　
　
　

５　

た
と
え
ば

（
Ⅱ
）「
物
が
た
り
」

　
　

１　

理
想
を
抱
く　
　
　

２　

昔
の
こ
と
を
思
い
出
す　
　
　

３　

大
声
を
出
し
て
騒
ぐ　
　

　
　

４　

話
を
す
る　
　
　
　

５　

独
り
言
を
言
う

問
二　

傍
線
部（
ア
）「
い
と
む
つ
か
し
」と
あ
る
が
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

用
事
も
無
い
の
に
人
の
と
こ
ろ
へ
行
く
場
合
は
、
相
手
の
こ
と
を
考
え
て
タ
イ
ミ
ン
グ
良
く
帰
る
気
遣
い
が
必
要
だ
か
ら
。。

２　

用
事
が
あ
っ
て
人
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
と
し
て
も
、
用
事
を
済
ま
せ
て
す
ぐ
に
帰
る
の
は
相
手
を
不
愉
快
に
さ
せ
る
か
ら
。

３　

人
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
用
事
が
済
ん
だ
ら
、
長
居
を
せ
ず
に
速
や
か
に
帰
ら
な
い
と
、
わ
ず
ら
わ
し
く
思
わ
れ
る
か
ら
。

４　

人
と
会
い
用
事
を
早
く
済
ま
せ
て
帰
ろ
う
と
す
る
素
振
り
を
見
せ
る
人
を
、
無
理
に
引
き
留
め
る
こ
と
は
失
礼
だ
か
ら
。

５　

人
と
会
う
場
合
は
、
大
し
た
用
事
が
無
く
て
も
、
重
要
な
用
事
が
あ
る
よ
う
な
振
る
舞
い
を
見
せ
る
こ
と
が
礼
儀
だ
か
ら
。

問
三　

傍
線
部（
イ
）「
心
し
づ
か
に
」と
あ
る
が
、
こ
の
語
の
下
に
省
略
さ
れ
た
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。

１　

語
ら
ん　
　
　

２　

眠
ら
ん　
　
　

３　

笑
わ
ん　
　
　

４　

食
は
ん　
　
　

５　

泣
か
ん
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問
四　

傍
線
部（
ウ
）「
い
と
う
れ
し
」と
あ
る
が
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

長
い
期
間
、
文
章
を
書
き
続
け
て
い
る
と
、
続
編
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
人
か
ら
の
手
紙
は
大
変
励
み
に
な
る
か
ら
。

２　

久
し
ぶ
り
に
筆
を
と
っ
て
み
る
と
、
な
ん
と
も
懐
か
し
い
人
を
思
い
出
し
、
手
紙
を
書
い
て
み
た
く
な
っ
た
か
ら
。

３　

し
ば
ら
く
ぶ
り
に
文
章
を
書
い
て
み
る
と
楽
し
か
っ
た
の
で
、
次
は
誰
か
に
手
紙
で
も
書
こ
う
と
考
え
た
か
ら
。

４　

長
い
間
、
音
沙
汰
も
な
く
て
ど
う
し
て
い
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
人
か
ら
、
手
紙
が
送
ら
れ
て
き
た
か
ら
。

５　

い
つ
も
直
接
会
っ
て
い
る
旧
友
か
ら
手
紙
が
送
ら
れ
て
来
る
の
は
、
普
段
と
違
っ
て
新
鮮
な
気
持
ち
に
な
る
か
ら
。

問
五　

次
は
、
本
文
の
内
容
に
つ
い
て
生
徒
が
話
し
合
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
生
徒
の
名

前
を
後
の
１
～
５
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

三
郎
君　

：
用
事
も
な
い
の
に
人
の
と
こ
ろ
へ
訪
問
す
る
の
は
あ
ま
り
い
い
こ
と
で
は
な
い
よ
ね
。
更
に
長
居
さ
れ
る
と
最
悪
だ
よ
ね
。

二
郎
君　

：
そ
う
だ
ね
。
お
互
い
に
気
を
使
っ
て
疲
れ
る
し
、
時
間
の
無
駄
だ
か
ら
、
用
事
が
済
ん
だ
ら
す
ぐ
に
帰
る
べ
き
だ
と
思
う
な
。

米
子
さ
ん
：
そ
う
思
う
な
ら
、
人
に
訪
問
さ
れ
て
都
合
が
悪
い
場
合
は
、
明
確
に
そ
の
こ
と
を
言
う
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。

花
子
さ
ん
：
で
も
、
気
の
合
っ
た
人
な
ら
と
く
に
も
て
な
す
必
要
は
な
い
の
で
、
用
事
が
な
く
て
も
問
題
は
な
い
と
思
う
わ
。

一
郎
君　

：
ま
と
め
る
と
、
双
方
が
心
の
合
う
者
同
士
で
あ
れ
ば
、
例
外
と
し
て
無
用
の
訪
問
も
い
い
と
言
う
こ
と
だ
ね
。

１　

三
郎
君　
　
　

２　

二
郎
君　
　
　

３　

米
子
さ
ん　
　
　

４　

花
子
さ
ん　
　
　

５　

一
郎
君

問
六　

本
文
は
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
作
品
で
あ
る
。
作
品
名
を
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

花
月
草
子　
　
　

２　

枕
草
子　
　
　

３　

徒
然
草　
　
　

４　

竹
取
物
語　
　
　

５　

源
氏
物
語



問
六

問
七

問
八

問
九

問
十

問
三

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

※

〈
注
〉�※
欄
に
は
記
入

し
な
い
こ
と
。

一

問
一
（
ａ
）

ハ
イ
ガ

（
ｂ
）

チ
ク
セ
キ

（
ｃ
）

嫌
悪

（
ｄ
）

ヒ
リ
ョ
ウ

（
ｅ
）

キ
ョ
ウ
コ

問
四

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

問
五

※

問
二
（
Ｘ
）

（
Ｙ
）

※

問
三

問
四

問
五

問
六

三

問
一
（
Ⅰ
）

（
Ⅱ
）

問
二

※※

問
四

と
す
る
心
構
え
が
必
要
で
あ
る
。

問
一

問
二

問
三

二

※

令
和
三
年
度
　
一
般
入
試
問
題
　
国
語
　
解
答
用
紙

受験番号

氏　　名

扌ここにシールを貼ってください扌



令和 3年度　一般入試問題

数　学

（解答時間� ５０分）

（配　　点� １００点）

１．問題用紙は試験開始の合図があるまで開かないでください。

２．試験開始後、解答用紙にシールを貼ってください。

3．解答用紙に受験番号（算用数字）と氏名を記入してください。

４．問題番号は1～6です。最初に確認してください。

５．解答はすべて、解答用紙の解答欄に記入してください。

６．解答は鉛筆などで濃く記入してください。

７．��試験終了の合図とともに解答をやめて筆記用具を置き、監督者の指示に

従ってください。

８．問題用紙は各自持ち帰ってください。

［注　意　事　項］

東京農業大学第一高等学校
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１ 　次の計算をしなさい。

（１）　 3 x−y
12 − 3 x−2 y6

（２）　（−x 2 y ）3÷2 x  y 2×4 x−16 x 4 y 3×（x  y 2 ）2÷（−2 y 2 ）3

（3）　（√6 −√3 ）2− 2
√12 （√6 ＋√3 ）
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2 　次の問いに答えなさい。

（１）　3 x＋5 y＝96 を満たす自然数 x，y の組（ x，y ）は何組あるか求めなさい。

（２）　x＝3−√2 のとき，x 3−3 x 2−6 の値を求めなさい。

（3）　図のように，4点 A，B，C，D が円周上にある。点 E は線分 AB の

延長と線分 DC の延長との交点であり，点 F は線分 AC と線分 BD と

の交点である。∠AED＝40°，∠CFD＝92°，∠ADE＝52°のとき，

∠CAD の大きさを求めなさい。

40°

92°
52°

A

E DC

B
F
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3 　図のように，放物線 y＝− 12  x 2 上に 
２ 点 A，B があり，点 A の x 座標は 

−3，直線 AB の傾きは− 32  である。

  このとき，次の問いに答えなさい。

（１）　直線 AB の式を求めなさい。

（２）　点 B の座標を求めなさい。

（3）　△OABと△OAC の面積が等しくなるように点 C を

  放物線 y＝− 12  x 
2 上にとるとき，点 C の座標を求めなさい。

  ただし，点 C は点 B とは異なる点とする。

A

B

O

y＝－　x 2

y

x

1
2



─  4  ─

4 　図のように，円周を 8等分する点 A，B，C，
D，E，F，G，H をとる。これらの点から異なる

3つの点を選んで結び，三角形を作る。

　　このとき，次の問いに答えなさい。

（１）　二等辺三角形は何個できるか求めなさい。

（２）　直角三角形は何個できるか求めなさい。

（3）　二等辺三角形でも直角三角形でもない三角形ができる確率を 

求めなさい。

A

E

H

D

GC

B

F
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5 　10 ％の食塩水が 200 g 入っている容器がある。はじめに，この容器か
ら x g の食塩水を取り出し，かわりに同じ重さの水を入れてよくかき混ぜ

る。次に，容器から 2 x g の食塩水を取り出し，かわりに同じ重さの水を

入れてよくかき混ぜたところ，食塩水の濃度が 7. 2 ％となった。このとき，

x の値を求めなさい。
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6 　図のように，AB＝6，AC＝4の△ABC に
ついて，∠BAC の二等分線と辺 BC との交

点を D ，辺 BC の中点を E とする。C か

ら AD に引いた垂線と AD との交点を F，

AB との交点を G とする。

　　このとき，次の問いに答えなさい。

（１）　AB   FE が成り立つことを解答欄にしたがって証明しなさい。

（２）　△AGF：△GBE を最も簡単な整数比で表しなさい。

（3）　△AGF：△FEC を最も簡単な整数比で表しなさい。

CDB E

F
G

6
4

A



受験番号 氏　　　名

↓ここにシールを貼ってください↓

令和３年度　一般入試問題

数学　解答用紙

（1） （2） （3）1

（1） （2） （3）

組 　　　　　　　◦
2

x＝５

（1） （2） （3）

個 個

4

3 （1） （2） （3）

y＝ B（　　　　 ，　　　　 ） C（　　　　 ，　　　　 ）

（2） （3）

： ：

（1） （証明）まず，△ACF≡△AGF を示す。△ACF と△AGF において，

よって，△ACF≡△AGF である。

次に，GB  FE を示す。

よって，GB  FE である。

したがって，AB  FE が成り立つ。 （証明終わり）

6



令和 3 年度　一般入試問題

英　語

（解答時間� 6０分）

（配　　点� １００点）

１ ．問題用紙は試験開始の合図があるまで開かないでください。

2 ．試験開始後、解答用紙にシールを貼ってください。

3 ．解答用紙に受験番号（算用数字）と氏名を記入してください。

4 ．問題番号は1～5です。最初に確認してください。

5 ．��1は放送によるリスニング問題です。なお、リスニングは試験の最初に

行います。

6 ．解答はすべて、解答用紙の解答欄に記入してください。

7 ．解答は鉛筆などで濃く記入してください。

8 ．��試験終了の合図とともに解答をやめて筆記用具を置き、監督者の指示に

従ってください。

9 ．問題用紙は各自持ち帰ってください。

［注　意　事　項］

東京農業大学第一高等学校
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1 	 次の設問（Part １ ～ ３ ）に答えなさい。

Part 1

これから、会話文が ２ つ流れます。それぞれの会話文の後に、会話文に対する

質問が流れます。質問に対する答えを最もよく表わしている絵を（Ａ）～（Ｄ）の

中から 1 つ選び、それぞれ記号で答えなさい。音声は 1 回しか流れませんので、

注意して聞いてください。

Question 1: 

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ）

Question ２: 

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ）
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Part ２

これから、会話文が ２ つ流れます。その会話文を聞いた後、印刷されている質

問に対する最も適切な答えを（Ａ）～（Ｄ）の中から 1 つ選び、それぞれ記号で答

えなさい。音声は 1 回しか流れませんので、注意して聞いてください。

Question 3: What did Risa’s father encourage her to do?

（Ａ） To follow her dream and study hard.

（Ｂ） To think of the risks before taking any action.

（Ｃ） To listen to many people’s opinions.

（Ｄ） To ask others for their support.

Question 4: What is the reason for the boy’s choice?

（Ａ） He’s interested in being a guide.

（Ｂ） He would like to study art.

（Ｃ） He prefers to spend time inside.

（Ｄ） He wants ideas for a school activity.
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Part 3

これから、やや長めの英文が ２ 回流れます。その後で、内容に関する質問が ２

回流れます。答えとして最も適切なものを 1 つ選び、それぞれ記号で答えなさ

い。英文は ２ 回流れますが、質問を聞いた後に、もう 1 度問題を聞くことはで

きません。注意して聞いてください。

Question 5: 

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

Question 6: 

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

これでリスニングテストは終わりです。
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2 	 次の設問（問 １・ ２）に答えなさい。

問 1 　次の英文の（　　　）に当てはまるものをア～エから 1 つ選び、それぞれ

記号で答えなさい。

1 ． I went to a party last weekend, and I saw my old friend from 

elementary school.　We had such a good time （　　　）.

ア　both  イ　together

ウ　each other  エ　with them

２ ．It’s been a long time （　　　） I saw Ken last.

ア　before  イ　when

ウ　until  エ　since

3 ．Our teacher （　　　） us to bring a dictionary to school tomorrow. 

ア　said  イ　spoke

ウ　talked  エ　told

4 ．Ａ：Hi, Jun.　How is everything going?

　　Ｂ：Good.　I （　　　） to Canada to study English.

ア　visit  イ　went

ウ　just gone  エ　going
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5 ．As he watched a butterfly flying, the baby stopped （　　　）.

ア　cry  イ　to cry

ウ　crying  エ　to be cried

6 ．Ａ：If you want to play soccer with Rick, do your homework first!

　　Ｂ：Oh, no…. （　　　） I finish it now?

ア　Must  イ　Can

ウ　May  エ　Will

7 ． It was my first day at the new school, but I’ve already made （　　　） 

with Jennifer.

ア　a friend  イ　the friend

ウ　friends  エ　friendly

8 ． Are you the new student from Brazil? （　　　） don’t you join the tea 

ceremony club?　You can learn Japanese culture.

ア　How  イ　What

ウ　Where   エ　Why

9 ．Ａ：Do you have anything to write with?

　　Ｂ：I’m sorry, but I have （　　　） pens to lend you.

ア　any  イ　little

ウ　none  エ　no
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10．The little boy held me （　　　） the arm and shouted.

ア　at  イ　by

ウ　on  エ　with

11．Do you know what language （　　　） in Egypt?

ア　speaking  イ　spoken

ウ　is speaking  エ　is spoken

1２．The baby （　　　） on his back is Meghan’s son.

ア　lay  イ　laying

ウ　lie  エ　lying

13． My close friend Patrick has moved to Hokkaido, and I don’t have any 

plans for this weekend.　I am so （　　　）.

ア　boring  イ　bored

ウ　impressing  エ　impressed
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問 ２ 　次の英文の（　　　）内の語（句）を並べかえて、日本文の意味を表す英文

を完成させなさい。ただし、文頭に来る語も小文字になっています。

1 ．ヨーロッパから来る旅行者はだんだん少なくなっている。

（ tourists / fewer / from / and / come / fewer ） Europe.

２ ．彼女はその国のすべての音楽家の中で、最も有名な歌手の一人である。

She is （ most / of / musicians / the / of / singers / one / all the / in / 

famous ） the country.

3 ．君は部屋をきれいにしておく必要がある。

（ room / need / clean / to / you / your / keep ）.

4 ．図書館には何人の生徒がいるか教えていただけますか。

（ students / you / there / many / the library / tell / in / me / how / 

could / are ）?

5 ．一ヶ月にいくら洋服代にかけているのですか。

（ much / on / do / clothes / how / spend / you ） in a month?
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3 	 次の設問（Ａ～Ｆ）に答えなさい。＊印は注があることを示します。

Ａ　 次の英文の下線部の意味として適切なものをア～エから 1 つ選び、それぞ

れ記号で答えなさい。

1 ．Everyone returning to the country from abroad should be quarantined 

for 14 days.　They may have caught ＊COVID-19 on their travels and they 

are a risk to their family and friends for about two weeks after they arrive. 

注　COVID-19　新型コロナウィルスの名称

ア　kept away from others

イ　in touch with others

ウ　caught a cold

エ　free from disease

２ ．Ken is indecisive.　Last summer, he was planning to go out with his 

friends.　Karen wanted to go swimming at the beach, but Kate wanted to go 

hiking in the mountains.　Ken was asked to choose one of them, but he 

couldn’t.　Then, the trip was canceled.

ア　always influenced by girls

イ　easily changes his mind

ウ　able to decide something quickly with confidence

エ　unable to make decisions 
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3 ．I was going to pay for the concert tickets, but I completely forgot to do 

so.　The money was due last Friday but that ship has sailed.

ア　There is a small chance to get the tickets.

イ　I don’t have enough time.

ウ　It’s too late.

エ　I can’t wait.
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Ｂ　次の広告の主な目的を、ア～エから 1 つ選び、記号で答えなさい。

VISIT US NOW!
IT’S FINALLY HERE!

Gadson’s Furniture Corporation

Proudly announces our newest outlet on ２２nd Street, New York

Come in to find out what shoppers in New York, Chicago, and 

Boston have long known: Gadson’s sells the best.　You can 

choose from traditional or modern designs, or pieces imported 

from Europe, especially Sweden and Norway.　Don’t be 

satisfied with low-cost, low-quality products.　Instead, come to 

us to see what true high-quality means.

Store Hours

Monday – Friday  9：00 A.M. – 7：00 P.M.

Saturday / Sunday 10：00 A.M. – 6：00 P.M.

For more information,

Please call 3-51２-555-9119

ア　To announce a huge sale

イ　To inform people of a new shop

ウ　To get new employees

エ　To research store shoppers
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Ｃ　 次のニュース記事が一番伝えたい内容を、ア～エから 1 つ選び、記号で答

えなさい。

　　　＊King Arthur has nothing on 8-year-old Saga Vaneck.　Saga was 

playing in a lake near her family’s holiday home in Sweden when she saw 

some kind of stick in the water.　She pulled out a 1,500-year-old sword.　

Though it’s covered in ＊rust, specialists are amazed at how well ＊preserved 

it is.　And people have begun calling Saga the queen of Sweden, because 

she pulled the sword from the lake.

注　King Arthur　アーサー王　　rust　さび　　preserved　保存された

ア　An 8-year-old girl became the queen of Sweden.

イ　An 8-year-old girl found an ancient sword.

ウ　An 8-year-old girl discovered King Arthur’s treasure.

エ　An 8-year-old girl enjoyed her holidays in Sweden.
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Ｄ　 次の対話文の内容として最もふさわしいものを、ア～エから 1 つ選び、記

号で答えなさい。

Julia： Hi, Kohei.　Can we talk just a minute?

Kohei： Yes, of course.

Julia： I’m going to have a birthday party for Meg.

Kohei： Wow, sounds great!

Julia： Doesn’t she like fish?

Kohei：  Yes, but listen.　Her favorite food is chicken.　You should buy 

roasted chicken.

Julia： Really?　I’ll prepare it.　Thanks for your help.

Kohei： Anytime!

ア　Meg prefers chicken to fish.

イ　Meg doesn’t like fish, but she likes chicken.

ウ　Meg likes neither chicken nor fish.

エ　Meg likes fish better than chicken.
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Ｅ　 次の英文の空所［　　　　　　］に入る最もふさわしい文を、ア～エから 1

つ選び、記号で答えなさい。

　　　［　　　　　　］It is home to people from all over the world.　LA’s 

people speak many different languages.　They practice different religions, 

too.　The city’s food is like its people.　It comes from everywhere.　Foods 

from Asian countries are very common.　So are Mexican and American 

dishes.　The Farmer’s Market is LA’s oldest market.　It has many kinds of 

foods.　Thousands of people shop and eat there each day.

ア　Los Angeles is the second largest city in the US.

イ　Los Angeles is an international city.

ウ　Los Angeles is a powerful business center.

エ　Many famous actors work and live in Los Angeles.
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Ｆ　 次の各段落を文意が通るように並べかえたとき、最も適切な組み合わせを

1 つ選び、番号で答えなさい。

（ア） 　　　This is the experience of players during Paralympic ＊football 

5-a-side matches, also known as soccer in the United States and other 

select countries.　Two teams of five players, all ＊legally blind and 

wearing ＊eye-covers to ensure fairness, face off and try to put the ball 

in the other team’s goal.

（イ） 　　　Have you ever thought that playing soccer was hard?　Professional 

players make it look so easy, but it takes years of practice to learn to 

control the ball nicely.　Professional players can kick the ball exactly to the 

place they want, curve the ball and more, but only after a lot of practice.

（ウ） 　　　But how do players find the ball?　Each ball makes a special 

noise so that players can find it on the field.　Players are given direction 

by a guide that sits behind the goal, but the players can also be led by 

the ＊sighted goalie and coaches on the sidelines.　All these ＊dynamics 

make this one of the most interesting versions of soccer.　Welcome to 

football 5-a-side!

（エ） 　　　Now, imagine someone putting an eye-cover on you and telling 

you to go shoot a goal.　Playing ordinary soccer suddenly doesn’t seem 

so hard now, does it!

注　football 5-a-side　 5 人制サッカー　　legally blind　法的に視覚障害のある

　　eye-covers to ensure fairness　公平さを証明するための目隠し

　　sighted goalie　目の見えるゴールキーパー　　dynamics　相互の関係性

①　（イ） → （ア） → （ウ） → （エ）　　　②　（エ） → （ウ） → （ア） → （イ）

③　（エ） → （イ） → （ア） → （ウ）　　　④　（イ） → （エ） → （ア） → （ウ）

⑤　（イ） → （ウ） → （ア） → （エ）
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4 	 次の英文を読んで、後の設問（問 １～ ３）に答えなさい。	

＊印は注があることを示します。

　　　If Mother Goose is the first book that is read to English children, Peter 

Rabbit is, in most cases, the first book that is read by them.　Many children, 

of course, know Peter Rabbit by heart long before they ever begin to read 

for themselves.　They get their mothers to read it to them, and then again 

without ever tiring of hearing it.　So when they begin to read, this is 

naturally their first book.　Nor do they find the reading at all difficult, seeing 

that they already know it by heart and the pictures tell them where to turn 

the pages.

　　　 Ａ  
John, my loving brother, loved to hear about Peter’s adventures in Mr. 

McGregor’s garden from our mother’s mouth while she was trying to take a 

nap in the afternoon.　It wasn’t long before he knew the whole story by 

heart; and it wasn’t long either before my mother got tired of its repeated 

reading.　Sometimes, to get it over and done with as soon as she could, she 

would leave out a paragraph.　But he would soon notice it and tell her what 

words she had left out.　At other times, he would try to read the book 

himself, saying something about the story to himself and turning the pages 

at the right time.　So it wasn’t long before he was actually able to read the 

words.

　　　 Ｂ  
Once, I visited the home of its author, Beatrix Potter, with a group of 

Japanese students.　Inside, we found her pictures laid out in glass cases.　

At once, the students were charmed beyond words.　They moved from case 

to case with excitement, saying “Kawaii.”　And that is just the feeling of 

English children, when they are first shown The Tale of Peter Rabbit.
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　　　 Ｃ  
Here, we find a perfect wedding of words and pictures, as of sound and 

sense.　The author needn’t depend on the skill of another artist to interpret 

her story in pictures for her little readers.　But as she tells the story in 

words, she draws the pictures to go with it as she thinks best.　One even 

feels the pictures must have come first, and the words naturally followed; 

and that is just the right order in telling stories to children.

　　　The story itself is simply told in between the pictures.　Peter of 

course, like a normal English child, never does what Mother tells him, and so 

he gets in trouble.　She tells him （and the others） not to go into Mr. 

McGregor’s garden.　But Peter isn’t listening, and off he goes into Mr. 

McGregor’s.　There, he is nearly caught by Mr. McGregor and put into 

another rabbit pie by Mrs. McGregor.　Only, these stories, unlike Mother 

Goose, mustn’t have a sad ending; and so, whatever the danger, Peter 

somehow escapes and makes his way home.　Still, he has to be ＊scolded for 

his behavior.　He has lost his blue jacket and both shoes, and what is more, 

he is in bad health, so he has to go to bed without supper.　So the lesson of 

the story for little children is: “Follow your mother’s advice.”

　　　 Ｄ  
In my childhood, I well remember that I had no taste for stories about 
＊human beings, while I enjoyed anything about animals.　Still, I expected 

the animals to speak and behave like human beings: I was not a “naturalist.”　

There had to be the mother rabbit to give her wise words of advice to her 

little rabbits.　And I was naturally pleased to find that the hero’s name was 

the same as mine.　If a man appeared, like Mr. McGregor, he was clearly 

the enemy; and I found it an advantage that he was ＊depicted as an old man 

with a beard.
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　　　 Ｅ  
It seems to me that human beings never appear to be natural before the 

camera.　We care about too much.　We have to be taken when we aren’t 

looking.　But animals are always natural; for the simple reason that they 

don’t care about themselves.　They look right into the lens of the camera, 

wondering （perhaps） if it is something to eat.　And that is the right 

moment to press the button and take their photo.

　　　From Peter Rabbit, Beatrix Potter went on to write many other 

stories in the same way, though they were not as popular as her first story.　

Yet all together, they form a kind of ＊epic for children; an epic not only of 

animals and English life, but also of the English countryside.　The animals 

are mostly wild animals, and the pictures show a lot of scenes of the 

countryside, where the houses are all farm-houses and the gardens are 

vegetable gardens.　That showed her love of nature; she hoped nature 

would remain unchanged forever.

注　scold　叱る　　human beings　人間　　depict　描く　　epic　叙事詩
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問 1 　本文中の空所　　Ａ　　～　　Ｅ　　に当てはまる英文を下のア～オから
1 つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。

ア　 Another feature of this story that charms English children, over 

and above its simplicity and pictures, is that it is about animals.

イ　 The importance of Peter Rabbit in the eyes of English children is 

the charm of its pictures.

ウ　 On reflection, my view on the Peter Rabbit books in my childhood 

was equal to my present view on photography.

エ　 Such was the case with my youngest brother, whose babyhood I 

remember so much more clearly than my own, as I was already 

fifteen when he arrived.

オ　 The great advantage of these pictures is that they are all by the 

author herself.
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問 ２ 　次の問い（ 1 ～ 7 ）に対する最も適切な答えを、ア～エから 1 つ選び、記

号で答えなさい。

1 ．Why is Peter Rabbit the first book that is read by English children?

ア　They are tired of hearing Peter Rabbit so often.

イ　They are taught by parents to read Peter Rabbit first of all.

ウ　They can understand the whole story from the pictures.

エ　 They remember the story with the pictures and also use the 

pictures to help them understand.

２ ．What did John do before he learned to read the words?

ア　He pointed out his mother’s mistake.

イ　He remembered the stories of several books.

ウ　He told the whole story to his mother.

エ　He looked through all the pages to get the story quickly.

3 ． How do English children feel when they first see The Tale of Peter 

Rabbit?

ア　They want to see Japanese students they met at the museum.

イ　They are charmed by the characters.

ウ　They want to read the story further.

エ　They feel like painting the rabbits.
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4 ．What is the right order when people tell stories to children?

ア　The pictures should be followed by the words.

イ　The words should be focused on rather than the pictures.

ウ　The pictures should come after the words.

エ　The words should appear before the pictures.

5 ．What is the difference between Mother Goose and Peter Rabbit?

ア　In Mother Goose, children are always interested in dangerous things.

イ　In Mother Goose, children can learn a lesson. 

ウ　In Peter Rabbit, children don’t experience a tragedy.

エ　In Peter Rabbit, children can become main characters.

6 ．Why isn’t the article’s author a “naturalist”?

ア　The author’s name doesn’t come from nature.

イ　The author talks with animals through his sense.

ウ　The author wants animals to behave like human beings.

エ　The author wants to fight against an old man.

7 ． What is the difference between animals and human beings in taking 

pictures?

ア　Human beings care about animals when they are close.

イ　Human beings care about how they look on camera.

ウ　Animals care about whether they are attacked by human beings.

エ　Animals want the photographer to take their pictures.
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問 3 　次の英文の空所［　Ａ　］・［　Ｂ　］には最もふさわしい 1 語をそれぞれ

書きなさい。また、［　Ｃ　］には適切な語句を入れて英文を完成させな

さい。

　　　What do you think about the story?　Peter Milward, the author, 

explains about the story of Peter Rabbit, and expresses his idea about what 

the work suggests.　Peter Rabbit and the other characters are like human 

beings because they talk and wear clothes.　In that sense, Beatrix Potter 

shows our lives through her animal characters.　However, as you know, real 

animals are different from us.　They neither speak nor get dressed.　

Animals seem as if they didn’t care about anything; just eating the grass.　

Their way of life is just［　Ａ　］.　Therefore, the author comes to love 

animals rather than humans.

　　　By the way, Potter bought large areas around the ＊Lake District and 

presented them to the ＊National Trust.　The areas are not so far from the 

industrial centers of England.　Potter herself, with money from her books, 

has made sure that this countryside will be the［　Ｂ　］as always.　In this 

way, not only by her books for children, but also by her generosity to 

everyone, she has done a lot to ［　Ｃ　］.

注　Lake District　湖水地方（英国の代表的な景勝地）

　　National Trust　ナショナル・トラスト（英国の自然保護団体）
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5 	 以下の絵の場面を説明する英文を、与えられた書き出しに続けて完成

させなさい。ただし、語群から必ず １語を用いて １文で答えること。

Ken

【語群】［ because / but / as ］

【書き出し】

Ken’s mother 

 .
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問 3　Ａ　　　　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　　　　Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
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