
令和 2年度　入学試験（ 2月 １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
仮
名
が
必
要
な
場
合
は
送
り
仮
名
を
付
し
な
さ
い
。

①　

目
上
の
人
の
話
を
よ
く
聞
き
レ
イ
セ
ツ
を
重
ん
じ
る
べ
き
だ
。

②　

相
手
の
気
持
ち
を
推
し
ハ
カ
ル
こ
と
は
難
し
い
。

③　

村
に
昔
か
ら
あ
る
古
い
カ
ン
シ
ュ
ウ
に
従
う
。

④　

指
摘
し
た
問
題
点
に
つ
い
て
ゼ
ン
シ
ョ
を
求
め
る
。

⑤　

海
に
面
し
た
海
浜
公
園
で
遊
ぶ
。

⑥　

朗
ら
か
な
笑
い
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

⑦　

箱
根
マ
ラ
ソ
ン
を
沿
道
で
応
援
す
る
。

⑧　

荒
天
の
中
の
登
山
は
危
険
だ
。

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
）

　

互
い
に
納
得
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
１

自
分
の
意
見
が
通
っ
た
と
い
う
感
覚
を
あ
な
た
と
相
手
が
と

も
に
持
つ
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
意
見
・
提
案
の
内
容
へ
の
信
頼
が
必
要
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の

内
容
と
と
も
に
、
互
い
の
相
手
へ
の
信
頼
、
安
心
、
す
な
わ
ち
大
丈
夫
感
と
い
っ
た
も
の
が
重
要
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
互
い
が
理
解
し
と
も
に
考
え
る
プ
ロ
セ
ス
が
必
須
と
な
り
ま
す
。

　

納
得
し
た
、
合
意
し
た
、
と
い
う
感
覚
は
、
説
得
と
納
得
の
相
互
関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
説
得
と
は
、
内
容
の
整
合
性
、
相
手
へ
の
信
用
・
信
頼
か
ら
な
り
ま
す
。

　

説
得
で
は
、
自
分
の
意
見
・
提
案
内
容
に
対
し
て
相
手
の
信
用
・
信
頼
を
得
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

　

自
分
が
意
見
や
提
案
を
述
べ
る
際
に
、
そ
の
内
容
が
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と（

Ⅰ

）、
た
し

か
な
検
証
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
（

Ⅱ

）
が
相
手
を
説
得
す
る
た
め
の
条
件
と
な
り
ま
す
。

　

当
然
、
そ
の
説
得
に
理
解
を
得
る
た
め
に
は
、
知
識
や
経
験
に
基
づ
く
説
明
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

Ａ

、
知
識
や
経
験
は
万
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
共
通
知
識
を
持
た
な
い
相
手
に
対
し
て
も
、
自
分
の

主
張
や
提
案
に
対
し
て
わ
か
り
や
す
い
説
明
を
て
い
ね
い
に
行
い
、
質
問
に
対
し
て
的
確
に
対
応
す
る
と
い
う

態
度
が
肝
要
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
姿
勢
に
よ
っ
て
、
自
分
の
意
見
や
提
案
の
内
容
を
相
手
に
信
用
し
て
も

ら
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
が
、
次
の
納
得
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

納
得
と
は
、
こ
れ
で
大
丈
夫
と
い
う
感
覚
で
す
。

　
「
こ
の
人
は
大
丈
夫
」
と
確
信
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
お
互
い
の
不
信
感
や
不
安
感
を
払ふ

っ

拭し
ょ
くす

る
こ
と
に

よ
っ
て
信
頼
関
係
を
構
築
す
る
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

互
い
に
納
得
で
き
る
状
況
を
見
出
す
た
め
に
は
、
ま
ず
、
互
い
の
意
見
を
十
分
に
理
解
し
、
そ
の
背
景
に
あ

る
互
い
の
テ
ー
マ
を
見
つ
け
出
し
ま
す
。
そ
の
テ
ー
マ
こ
そ
が
各
人
が
納
得
で
き
る
た
め
の
要
素
と
な
る
の
で
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す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
共
存
で
き
る
方
法
を
熟じ
ゅ
く
り
ょ慮し
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
結
集
さ
れ
た
も
の
を
見
出

し
ま
す
。
こ
の
結
集
さ
れ
た
も
の
こ
そ
が
互
い
に
納
得
で
き
る
状
況
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
が
自
分
に
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
２

お
互
い
の
安
心
感
は
醸じ

ょ
う
せ
い成さ

れ
る
と
い

え
ま
す
。

　

Ｂ

、
何
の
た
め
の
納
得
と
合
意
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
対
話
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
お
互
い
が

自
分
を
肯
定
す
る
た
め
で
あ
り
、
生
活
・
仕
事
・
人
生
を
自
分
で
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
実
感
を
自
ら
持
つ
た

め
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
自
己
と
他
者
が
協
働
し
て
納
得
・
合
意
す
る
の
は
、
参
加
者
全
員
で
つ
く
っ
て
い

く
共
同
体
と
し
て
の
社
会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
自
己
と
他
者
の
納

得
と
合
意
は
、
こ
の
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
の
基
盤
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

自
己
の
外
部
に
あ
る
権け

ん
い威
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
３

対
話
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
を
も
と
に
、
あ
な

た
と
相
手
が
と
も
に
新
し
い
社
会
創
造
を
め
ざ
す
し
か
な
い
の
で
す
。

　

対
話
と
は
、
広
く
自
己
と
他
者
の
人
間
関
係
を
構
築
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
し
、
さ
ら
に
こ
の
関
係
構

築
に
よ
っ
て
、
共
通
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
て
い
く
活
動
で
も
あ
り
ま
す
。

　

Ｃ

、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
の
交
流
や
そ
れ
に
伴
う
自
己
の
内
省
が
重
要
な
要
素
と
な
る
し
、
４

そ
の

よ
う
な
自
己
の
内
省
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
当
事
者
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
と
ら
え
な
お
し
の
問

題
と
も
深
く
関
与
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
る
と
、
対
話
を
個
人
の
能
力
と
い
う
点
だ
け
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
る
こ
と
は
、

個
人
の
生
涯
の
達
成
の
方
向
性
を
見
失
わ
せ
る
恐
れ
も
生
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
対
話
の
場
を
、
自
己
と
他
者
を
取
り
包
む
環
境
と
し
て
と
ら
え
、
こ
と
ば
の
活
動
環

境
と
し
て
の
場
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
対
話
の
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、
対
話
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
の
か
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
対
話
と
い
う
活
動
に
よ
っ
て
、
自
律
的
に
考
え
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
自
分
を
ど
の
よ
う
に
形
成

で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
テ
ー
マ
に
気
づ
き
、
自
分
の
利
害
だ
け
に
収
束
さ
せ
ず
、

社
会
へ
の
参
加
と
い
う
か
た
ち
で
実
現
で
き
る
自
己
の
形
成
で
す
。

①②③④

　

こ
う
し
た
対
話
の
方
向
性
は
、
自
ら
の
問
題
意
識
の
あ
り
方
を
も
う
一
度
根
本
的
に
と
ら
え
な
お
す
場
と
な

る
で
し
ょ
う
。

　

そ
う
な
っ
た
と
き
、
対
話
の
主
た
る
目
的
は
、
断
片
的
な
知
識
や
情
報
を
効
率
的
・
効
果
的
に
交
換
し
た
り

取
得
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
対
話
の
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
る
諸
問
題
を
対
象
と
し
て
自
ら
の
テ
ー
マ
に
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つ
い
て
徹
底
的
に
考
え
る
こ
と
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
に
違
い
な
い
の
で
す
。

　

こ
こ
で
形
成
さ
れ
る
の
は
、
個
人
の
能
力
や
技
術
で
は
な
く
、
対
話
の
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
育
ま
れ

る
、
相
互
の
生
き
る
目
的
の
総
体
で
す
。
そ
の
生
き
る
目
的
と
は
、
自
分
の
テ
ー
マ
の
発
見
を
通
し
て
、
自
ら

が
帰
属
す
る
社
会
と
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
で
す
。
自
分
の
テ
ー
マ
の
発
見
と
は
ま
ず
自
分
の
過
去
・
現
在
・

未
来
を
結
ぶ
テ
ー
マ
の
発
見
で
あ
り
、
こ
の
テ
ー
マ
は
自
ら
の
生
活
・
仕
事
・
人
生
を
貫
く
モ
デ
ル
と
な
る
も

の
で
す
。
そ
れ
は
必
然
的
に
生
涯
を
通
じ
て
学
び
続
け
る
人
生
の
構
築
、
す
な
わ
ち
私
は
な
ぜ
生
き
る
の
か
、

何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
、
と
い
う
「
生
き
る
目
的
」
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
は
、
個
人
の
持
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
性
を
自
ら
デ
ザ
イ
ン
で
き
る
よ
う
な
道
筋
を
あ
な
た
自
身
の
想

像
力
に
よ
っ
て
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、
５

人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
立
ち

会
う
対
話
の
、
本
来
的
な
あ
り
方
な
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
対
話
に
お
け
る
納
得
と
合
意
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

納
得
と
合
意
を
生
む
対
話
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
、
現
象
学
に
お
け
る
本
質
観
取
と
い
う

技
法
が
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
す
。

（
中
略
）

　

さ
て
、
６

本
質
観
取
と
い
う
活
動
で
は
、ま
ず
問
題
提
起
に
し
た
が
っ
て
、こ
の
問
題
テ
ー
マ
に
関
す
る
そ
れ

ぞ
れ
の
経
験
を
キ
ー
ワ
ー
ド
の
か
た
ち
で
出
し
合
い
、
そ
こ
で
他
者
と
の
比
較
・
検
討
が
行
わ
れ
ま
す
。
個
人

一
人
ひ
と
り
の
価
値
観
・
立
場
・
背
景
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
、
こ
こ
で
簡
単
に
合
意
が
得
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
け
れ
ど
、
説
得
と
納
得
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
何
ら
か
の
共
通
了
解
が
生
ま
れ
る
ま
で
、
開
か
れ
た
言

語
ゲ
ー
ム
が
果
敢
に
展
開
さ
れ
ま
す
。
言
語
ゲ
ー
ム
と
い
う
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
つ
か
っ
た
用
語
で
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
は
す
べ
て
言
語
に
よ
る
ゲ
ー
ム
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る

と
い
う
理
論
で
す
。本
質
観
取
と
い
う
の
は
、こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
経
て
、信
念
対
立
に
よ
る
共
通
不
了
解

を
何
と
か
乗
り
越
え
、
自
由
の
相
互
承
認
に
よ
っ
て
ル
ー
ル
成
立
を
め
ざ
し
て
い
く
活
動
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

振
り
返
っ
て
、
こ
の
本
質
観
取
を
対
話
の
文
脈
の
中
に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
そ
の
ま
ま
対
話
活
動
の
原
形

と
し
て
符
合
し
ま
す
。
テ
ー
マ
設
定
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
他
者
と
の
や
り
と
り
を
経
て
、
納
得
と
合
意
に
至
る
プ

ロ
セ
ス
は
、
対
話
活
動
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
開
か
れ
た
言
語
ゲ
ー
ム
と
は
す
な
わ
ち

Ⅲ

を
持
つ
こ
と
ば
の
活
動
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ

う
し
た
活
動
に
よ
っ
て
、
個
人
と
社
会
の
関
係
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
り
、
こ
こ
に
個
の
市
民
性
形
成
の
姿

が
立
ち
現
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
市
民
性
形
成
は
、
命
令
者
が
い
て
そ
れ
に
従
う
者
が
い
る
と
い
う
絶
対
支
配
関

係
の
世
界
で
は
到
底
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
本
質
観
取
は
如
実
に
表
し
て
い
ま
す
。

　

課
題
は
、
問
題
設
定
が
個
人
の
外
部
に
あ
る
一
般
論
を
対
象
と
し
た
場
合
、
自
己
・
他
者
・
社
会
の
循
環
が

起
こ
り
に
く
い
と
い
う
点
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ん
な
に
抽
象
的
な
概
念
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
基
本
は
、
個

人
自
身
の
欲
望
か
ら
出
発
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
他
者
と
ど
う
つ
な
ぐ
か
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
が
社
会
形
成
へ
と

ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
た
め
の
環
境
設
計
、
す
な
わ
ち
デ
ザ
イ
ン
こ
そ
わ
た

し
た
ち
の
対
話
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
哲
学
の
実
践
は
、
対
話
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
ま
す
し
、
哲
学
な
く
し
て
対

話
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
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自
分
の
中
に
あ
る
思
い
込
み
、
知
ら
ず
に
身
に
つ
け
て
き
た
ビ
リ
ー
フ
（
信
念
）
や
権
威
的
な
物
の
見
方
を

鵜う

呑の

み
に
し
た
考
え
方
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
、
そ
れ
が
自
ら
の
中
に
あ
る
絶
対
支
配
世
界
を
乗

り
越
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
と
ば
の
活
動
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
個
人
と

社
会
の
自
由
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
自
ら
の
中
に
あ
る
絶
対
支
配
世
界
を
乗
り
越
え
、
哲

学
の
立
ち
向
か
う
共
通
の
課
題
の
実
践
と
し
て
対
話
活
動
が
あ
る
の
だ
と
改
め
て
気
の
引
き
締
ま
る
思
い
が
し

ま
す
。

　

対
話
は
、
自
己
と
他
者
が
向
き
合
い
、
そ
の
活
動
を
通
し
て
、
こ
の
社
会
で
生
き
る
た
め
の
互
い
の
共
通
基

盤
を
つ
く
る
も
の
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

 

（
細
川
英
雄
『
対
話
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
』
に
よ
る
）

問
一　

空
欄

Ⅰ

～

Ⅲ

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
次
の
ア
～
キ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

道
徳
性　
　

イ　

信し
ん
ぴ
ょ
う
憑
性　
　

ウ　

不
変
性　
　

エ　

公
共
性　
　

オ　

両
義
性　
　

カ　

相
対
性　
　

キ　

合
理
性

問
二　

空
欄

Ａ

～

Ｃ

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

な
ぜ
な
ら　
　

イ　

で
は　
　

ウ　

で
す
か
ら　
　

エ　

た
だ　
　

オ　

す
な
わ
ち

問
三　

傍
線
部
１
「
自
分
の
意
見
が
通
っ
た
と
い
う
感
覚
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
感
覚
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　

異
な
る
意
見
を
持
つ
相
手
に
、
相
手
の
意
見
よ
り
自
分
の
意
見
の
方
が
正
し
い
と
認
識
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
る
感
覚
。

イ　

異
な
る
意
見
で
あ
っ
て
も
、
お
互
い
の
意
見
や
提
案
を
信
頼
し
、
自
分
の
意
見
が
相
手
に
受
け

止
め
ら
れ
た
と
感
じ
る
感
覚
。

ウ　

知
識
や
経
験
に
基
づ
く
説
明
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
意
見
の
方
が
論
理
性
が
あ
る
こ

と
を
相
手
に
認
め
て
も
ら
え
た
と
感
じ
る
感
覚
。

エ　

共
通
知
識
を
持
た
な
い
相
手
に
対
し
、
自
分
の
主
張
や
提
案
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
感
じ
る
感
覚
。

オ　

内
容
の
整
合
性
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
意
見
を
相
手
に
一
方
的
に
認
め
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
時
に
感
じ
る
感
覚
。



─ 5 ─

問
四　

傍
線
部
２
「
お
互
い
の
安
心
感
は
醸
成
さ
れ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
場
合
に
醸
成
さ
れ
る
の

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　

意
見
の
背
景
に
あ
る
お
互
い
の
テ
ー
マ
の
共
存
方
法
を
熟
慮
し
、
互
い
に
納
得
で
き
る
状
況
を

見
出
す
場
合
。

イ　

お
互
い
の
過
去
や
未
来
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
干
渉
し
な
い

こ
と
が
わ
か
っ
た
場
合
。

ウ　

自
分
の
意
見
や
提
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
知
識
や
経
験
に
基
づ
く
合
理
的
な
説
明
に
よ
り
、
相

手
を
説
得
で
き
た
場
合
。

エ　

お
互
い
の
意
見
や
提
案
の
内
容
に
つ
い
て
理
解
し
、
そ
の
背
景
に
あ
る
双
方
共
通
の
テ
ー
マ
を

見
出
し
た
場
合
。

オ　

共
通
の
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
、
自
分
の
意
見
や
提
案
は
理
解
さ
れ
な
い
も
の
の
、
て
い

ね
い
に
対
応
し
て
も
ら
え
た
場
合
。

問
五　

傍
線
部
３
「
対
話
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。
正
し
い

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

ア　

納
得
と
合
意
の
上
に
成
り
立
つ
自
己
肯
定
感
の
形
成

イ　

双
方
が
安
心
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成

ウ　

権
威
に
従
属
す
る
古
い
社
会
思
想
の
獲
得

エ　

自
分
の
過
去
・
現
在
・
未
来
を
結
ぶ
テ
ー
マ
の
発
見

オ　

新
し
い
共
同
体
で
の
地
位
の
確
立

問
六　

傍
線
部
４
「
そ
の
よ
う
な
自
己
の
内
省
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
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　

新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
す
る
た
め
に
、
自
分
の
内
面
を
見
つ
め
、
帰
属
意
識
を
あ
ら
た

め
る
こ
と
。

イ　

新
し
い
社
会
を
創
造
し
て
い
く
中
で
、
他
者
と
協
調
す
る
だ
け
で
な
く
自
分
の
意
見
を
主
張
す

る
こ
と
。

ウ　

新
し
い
共
同
体
で
の
人
間
関
係
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
、
自
己
中
心
的
な
思
考
や
感
情
を
捨
て

去
る
こ
と
。

エ　

他
者
の
異
な
る
価
値
観
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
、
自
分
の
考
え
や
感
情
を
自
分
自
身
で
制
御
す

る
こ
と
。

オ　

他
者
と
関
係
を
構
築
し
て
い
く
中
で
、
自
分
自
身
と
向
き
合
い
、
自
分
の
考
え
や
言
動
を
振
り

返
る
こ
と
。
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問
七　

本
文
中
の
空
欄

①

～

④

に
は
、
次
の
ⅰ
～
ⅳ
の
文
章
が
入
り
ま
す
。
適
切
な
順
番
に
並

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

ⅰ　

そ
の
固
有
の
テ
ー
マ
を
他
者
に
向
け
て
提
示
す
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
人
は
、
自
ら
の
人

生
テ
ー
マ
を
意
識
し
、
生
活
や
仕
事
へ
の
道
筋
と
し
て
形
成
し
て
い
く
の
で
す
。

ⅱ　

対
話
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
テ
ー
マ
は
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

ⅲ　

さ
ら
に
、
こ
の
テ
ー
マ
は
、
こ
と
ば
の
活
動
を
自
律
的
に
意
識
化
し
、
他
者
・
社
会
と
の
関
係

を
総
合
的
に
と
ら
え
て
い
く
個
人
と
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
、「
こ
と
ば
の
市
民
」と
で
も
い
う
べ

き
個
人
の
生
き
方
・
あ
り
方
と
も
連
動
し
て
い
ま
す
。

ⅳ　

そ
れ
は
、
個
人
一
人
ひ
と
り
の
過
去
・
現
在
・
未
来
の
生
涯
ド
ラ
マ
の
断
面
で
も
あ
る
と
い
え

ま
す
。

ア　

ⅰ　

→　

ⅳ　

→　

ⅱ　

→　

ⅲ

イ　

ⅰ　

→　

ⅲ　

→　

ⅳ　

→　

ⅱ

ウ　

ⅱ　

→　

ⅳ　

→　

ⅰ　

→　

ⅲ

エ　

ⅱ　

→　

ⅰ　

→　

ⅲ　

→　

ⅳ

オ　

ⅲ　

→　

ⅱ　

→　

ⅳ　

→　

ⅰ

カ　

ⅲ　

→　

ⅰ　

→　

ⅱ　

→　

ⅳ

問
八　

傍
線
部
５
「
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
立
ち
会
う
対
話
の
、
本
来
的
な
あ
り
方
な
の
で
す
」

と
あ
り
ま
す
が
、「
対
話
の
、
本
来
的
な
あ
り
方
」と
は
、
ど
う
い
う
あ
り
方
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　

対
話
の
活
動
を
通
じ
て
、
自
分
の
テ
ー
マ
に
気
づ
き
、
社
会
へ
の
参
加
と
い
う
か
た
ち
で
実
現

で
き
る
自
己
を
形
成
す
る
と
い
う
あ
り
方
。

イ　

対
話
の
活
動
を
通
じ
て
、
他
者
の
人
生
を
学
び
、
他
者
を
従
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
形
成
す
る
と
い
う
あ
り
方
。

ウ　

対
話
の
活
動
を
通
じ
て
、
お
互
い
の
信
頼
関
係
を
築
く
た
め
に
、
他
者
か
ら
の
不
信
感
や
不
安

感
に
耐
え
う
る
強
い
自
己
を
形
成
す
る
と
い
う
あ
り
方
。

エ　

対
話
の
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
生
き
る
目
的
を
見
出
し
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め

に
相
手
と
異
な
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
と
い
う
あ
り
方
。

オ　

対
話
の
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
知
識
や
情
報
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
交
換
し
、
自
ら

の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
徹
底
的
に
考
え
る
と
い
う
あ
り
方
。
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問
九　

傍
線
部
６
「
本
質
観
取
と
い
う
活
動
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
活
動
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　

知
識
と
経
験
に
基
づ
く
説
得
と
納
得
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
他
者
の
信
念
に
脅
か
さ
れ
な
い
社

会
の
成
立
を
め
ざ
す
活
動
。

イ　

個
人
一
人
ひ
と
り
の
価
値
観
や
背
景
が
異
な
る
た
め
、
お
互
い
に
相
手
を
説
得
し
、
相
手
に
納

得
し
て
も
ら
う
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
共
通
了
解
の
成
立
を
め
ざ
す
活
動
。

ウ　

個
人
と
社
会
の
関
係
を
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
し
、
絶
対
的
支
配
関
係
で
は
な
く
、
お
互
い
を
支

配
す
る
世
界
を
創
り
出
す
た
め
の
ル
ー
ル
成
立
を
め
ざ
す
活
動
。

エ　

他
者
の
問
題
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
抽
象
的
な
個
人
自
身
の
欲
望
か
ら
発
す
る
問
題

の
解
決
を
め
ざ
す
活
動
。

オ　

イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
提
唱
し
て
い
る
、
開
か
れ
た
言
語
ゲ
ー
ム
を

対
話
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
く
た
め
の
ル
ー
ル
成
立
を
め
ざ
す
活
動
。

問
十　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
す
べ
て
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

相
手
を
説
得
す
る
た
め
に
は
、
知
識
や
経
験
に
基
づ
く
説
明
が
必
要
で
あ
り
、
知
識
や
経
験
さ

え
あ
れ
ば
、
相
手
か
ら
の
信
用
・
信
頼
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ　

私
た
ち
は
、
対
話
と
い
う
、
自
己
と
他
者
の
人
間
関
係
を
構
築
す
る
行
為
を
通
し
て
、
新
し
い

社
会
創
造
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
。

ウ　

私
は
な
ぜ
生
き
る
の
か
、
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
と
い
う
「
生
き
る
目
的
」
は
、
他
者
と
の

対
話
活
動
を
通
し
て
発
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

エ　

現
代
は
、
自
己
・
他
者
・
社
会
の
循
環
が
起
こ
り
に
く
い
た
め
対
話
活
動
も
行
わ
れ
に
く
く
、

よ
り
よ
い
社
会
が
形
成
さ
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。

オ　

対
話
活
動
の
本
質
は
、
自
分
の
中
の
思
い
込
み
、
知
ら
ず
に
身
に
つ
け
て
き
た
信
念
や
権
威
的

な
も
の
の
見
方
を
捨
て
去
る
こ
と
に
あ
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
）

　

大
人
が
子
ど
も
に
言
葉
を
教
え
る
場
面
を
考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、「
犬
」と
い
う
語
を
教
え
よ
う
と
し
て

み
る
。
ど
う
す
る
だ
ろ
う
か
。

　

語
は
部
品
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
大
人
は
、
そ
の
部
品
（「
犬
」）
を
用
い
た
道
具
＝
文
を
さ
ま
ざ
ま
に
使
っ

て
み
せ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
犬
が
い
る
ね
」「
ほ
ら
、
犬
が
寝
て
い
る
」「
い
ま
隣
の
犬
が
吠
え
た
」「
そ
の

犬
は
こ
わ
く
な
い
よ
。
な
で
て
ご
ら
ん
」
等
々
。
た
だ
し
教
育
の
初
期
の
場
面
で
は
、
大
人
は
あ
く
ま
で
も
標

準
的
使
用
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ノ
コ
ギ
リ
の
使
い
方
を
教
え
る
の
に
、
い
き
な
り
そ
れ
を
楽
器
と
し
て
演

奏
し
て
み
せ
る
大
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
教
育
用
の
発
話
は
、
少
な
く
と
も
最
初
の
う
ち
は
嘘
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
し
、

Ａ

偽
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
。あ
る
い
は
嫌
味
や
比
喩
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
。

Ｂ

、

正
直
に
、
か
つ
適
切
に
、
描
写
し
、
命
令
し
、
問
い
か
け
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
う
し
た
１

教
育
上
の
制
約
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
私
は
、
一
見
さ
し
て
重
要
と
も
思
え
な
い
か
も
し
れ
な
い

こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。

　
　

い
か
に
も
犬
ら
し
い
犬
を
話
題
に
せ
よ
。

　

子
ど
も
に
「
犬
」
と
い
う
語
を
教
え
る
と
き
、
あ
ま
り
犬
ら
し
く
な
い
犬
で
も
っ
て
教
え
よ
う
と
は
し
な
い
。

例
え
ば
、
夏
に
暑
さ
負
け
し
な
い
よ
う
に
頭
の
毛
だ
け
を
残
し
て
胴
体
の
毛
を
刈
っ
て
し
ま
っ
た
チ
ャ
ウ
チ
ャ

ウ
。
そ
の
情
け
な
い
ラ
イ
オ
ン
の
よ
う
な
姿
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
確
か
に
「
犬
」
で
あ
り
、「
犬
」
以
外

の
何
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、「
犬
」と
い
う
語
を
教
え
る
と
き
に
は
も
っ
と
個
性
的
で
な
い
犬
を
話
題
に
し

た
方
が
よ
い
。
あ
る
い
は
、
何
か
の
か
げ
ん
で
尻
尾
の
先
が
二
本
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
な
犬
。
あ
る
い
は
ま

た
、
ニ
ャ
ン
と
鳴
く
犬
を
話
題
に
す
る
こ
と
も
避
け
た
方
が
よ
い
。
さ
ら
に
は
、
警
官
を
指
差
し
て
「
犬
」
と

い
う
語
を
教
え
よ
う
な
ど
は
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
る
。

　
２「

犬
」
と
い
う
語
を
外
延
的
に
規
定
す
る
な
ら
ば
、「
…
…
は
犬
で
あ
る
」
を
真
に
す
る
よ
う
な
対
象
を
指

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
犬
の
集
合
で
あ
る
。
だ
が
、
日
常
語

の
「
犬
」
は
た
ん
な
る
の
っ
ぺ
り
し
た

0

0

0

0

0

0

集
合
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、「
犬
ら
し
さ
」
と
い
う
構
造
が
導
入
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
順
当
に
犬
ら
し
い
犬
、
す
な
わ
ち
犬
の
※
１

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
か
ら
始
め
、
し
か
る
の
ち
に
、
多
少
変

わ
っ
た
犬
に
つ
い
て
「
あ
れ
も0

犬
な
の
だ
」
と
教
え
て
い
く
。
そ
こ
に
お
い
て
子
ど
も
は
、

Ｃ

何
が

「
犬
」
と
呼
ば
れ
う
る
の
か
を
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
ど
う
い
う
の
が
「
ふ
つ
う
の
犬
」
で
あ
り
、
ど
う
い
う

の
が
「
変
な
犬
」
な
の
か
も
学
ぶ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
概
念
の
習
得
に
お
い
て
、
何
が
そ
の
概
念

の
も
と
に
落
ち
る
の
か
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
お
い
て
「
ふ
つ
う
」
と
「
変
」
と
い
う
評
価
軸
を
正
し

く
設
定
す
る
こ
と
も
ま
た
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。（

中
略
）

　
「
ふ
つ
う
」と
い
う
の
は
、
た
ん
に
統
計
的
な
事
実
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
犬
の
集
合
に
お
い
て
多
数
派
と
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少
数
派
を
た
だ
数
に
お
い
て
区
別
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
３「

ふ
つ
う
─
変
」
と
い
う
評
価
は
、
そ
れ
が

「
何
と
し
て
」
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
に
依
存
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
あ
る
人
物
に
つ
い
て
「
市
民
と
し
て
は
変

な
人
だ
が
、
哲
学
者
と
し
て
は
ふ
つ
う
だ
」の
よ
う
に
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
に
。
つ
ま
り
、「
ふ
つ
う

─
変
」
と
い
う
評
価
は
、※
２

ア
ス
ペ
ク
ト
依
存
的
な
の
で
あ
り
、
た
ん
に
外
延
的
な
数
量
の
評
価
で
は
な
く
、

内
包
的
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
外
延
的
に
は
ま
っ
た
く
同
じ
了
解
を
し
な
が
ら
、「
ふ
つ
う
─
変
」の
評
価
が
異
な
る
た
め
に
、
異

な
る
概
念
を
習
得
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
尻
尾

の
先
が
二
本
に
分
か
れ
て
い
る
犬
に
対
し
て
、「
ど
う
だ
い
、
い
か
に
も
犬
ら
し
い
犬
じ
ゃ
な
い
か
」と
言
う
人

が
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
人
は
私
と
異
な
る
「
犬
」
概
念
を
も
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

あ
る
と
き
私
は
、
国
語
辞
典
で
「
ク
ロ
ー
バ
」
と
い
う
語
を
引
き
、
そ
こ
に
、「
ま
め
科
の
多
年
生
植
物
。
三

枚
の
小
葉
が
一
つ
の
柄
に
つ
き
、
夏
、
白
い
花
が
球
状
に
集
ま
り
、
咲
く
」と
出
て
い
た
の
に
対
し
、
で
は「
四

つ
葉
の
ク
ロ
ー
バ
」
と
い
う
の
は
矛
盾
概
念
な
の
か
と
①

苦
言
を
呈て

い

し
た
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
、「
ク
ロ
ー
バ

は
三
枚
の
葉
を
も
つ
」
と
い
う
の
は
「
独
身
者
は
結
婚
し
て
い
な
い
」
の
よ
う
な
分
析
命
題
で
は
な
い
。
す
な

わ
ち
、「
ク
ロ
ー
バ
」
の
意
味
の
内
に
「
三
枚
の
葉
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
が
含が

ん
い意

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、「
ふ
つ
う
の

0

0

0

0

ク
ロ
ー
バ
は
三
枚
の
葉
を
も
つ
」で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
た
ん
に
統
計
的
事
実
を
述
べ
た
事

実
命
題
で
は
な
く
、「
ク
ロ
ー
バ
」
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
に
関
す
る
命
題
と
な
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
ク

ロ
ー
バ
」
と
い
う
概
念
の
あ
り
方
を
取
り
出
し
て
み
せ
た
命
題
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、「
ふ
つ
う
の
ク

ロ
ー
バ
は
三
枚
の
葉
を
も
つ
」
や
「
ふ
つ
う
の
犬
は
一
本
の
尻
尾
を
も
つ
」
と
い
っ
た
命
題
を
「
準
分
析
的
」

命
題
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
準
分
析
的
命
題
に
同
意
し
な
い
人
は
、
わ
れ
わ
れ
と
異
な
る
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
理

解
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
と
４

異
な
る
概
念
把
握
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

　

も
ち
ろ
ん
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
も
た
ぬ
概
念
と
い
う
も
の
も
存
在
す
る
。
物
理
学
言
語
な
ど
は
そ
の
典
型
だ

ろ
う
。
例
え
ば
、「
い
か
に
も
素
粒
子
ら
し
い
素
粒
子
」と
い
う
の
は
ど
う
い
う
素
粒
子
の
こ
と
な
の
か
、
私
に

は
分
か
ら
な
い
。「
素
粒
子
」は
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
厳
格
に
外
延
的
に
規
定
さ
れ
た
用
語
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
言
語
哲
学
の
主
た
る
流
れ
を
支
配
し
て
き
た
外
延
的
言
語
観
は
、「
言
語
」の

②

パ
ラ
ダ
イ
ム
を
物
理
学
言
語
の
よ
う
な
も
の
に
置
い
て
い
た
こ
と
に
根
ざ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、

そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
日
常
言
語
は
外
延
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
言
語
学
習
が
「
常
識
」
の
学
習
を
含
ま
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
犬
」
と
い

う
語
の
意
味
を
学
ぶ
こ
と
は
、「
ふ
つ
う
の
犬
」が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
、
犬
に
関
す
る
常
識
を

身
に
つ
け
る
こ
と
を
含
む
。「
犬
は
尻
尾
を
も
つ
」「
犬
は
吠
え
る
」「
犬
は
リ
ス
よ
り
大
き
い
」等
々
は
そ
れ
自

体
と
し
て
は
分
析
的
で
は
な
い
。
だ
が
、「
犬
」
と
い
う
語
の
意
味
を
学
ぶ
こ
と
に
お
い
て
、
子
ど
も
は
５

犬
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
準
分
析
的
な
諸
命
題
を
も
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
、
犬
に
関
す
る
準
分
析
的
な

「
物
語
」─「
ふ
つ
う
の
犬
」
が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
す
る
か
と
い
う
「
ふ
つ
う
の
物
語
」
─
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。



─ 10 ─

同
様
に
、「
家
」と
い
う
語
の
意
味
を
学
ぶ
こ
と
は「
ふ
つ
う
の
家
」に
関
す
る
常
識
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、「
愛
」

と
い
う
語
を
学
ぶ
こ
と
は
準
分
析
的
な
愛
の
物
語
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、「
歩
く
」の
よ
う

な
語
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
語
の
意
味
を
学
ぶ
こ
と
に
お
い
て
、
子
ど
も
は
「
ふ
つ
う
の
歩
き
方
」
と

「
変
な
歩
き
方
」
と
の
区
別
も
ま
た
学
ぶ
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

　

し
ば
し
ば
大
人
は
子
ど
も
に
は
子
ど
も
向
け
の
「

Ｘ

」
を
語
る
。
そ
こ
で
は
証
券
取
引
に
関
す
る
常

識
は
も
ち
ろ
ん
、
恋
愛
に
つ
い
て
の
常
識
も
、
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
に
関
す
る
常
識
も
語
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、

車
輪
を
も
っ
て
走
る
も
の
す
べ
て
「
ブ
ー
ブ
ー
」
と
し
て
く
く
る
よ
う
な
語
彙
を
子
ど
も
に
向
け
て
大
人
自
身

も
発
す
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
子
様
向
け
の
常
識
的
世
界
像
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
子
ど
も
は
、
い
っ
た
ん

は
そ
こ
の
住
人
に
な
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
子
ど
も
ら
し
い
子
ど
も
」に
な
る
こ
と
を
強
い
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
語か

た

部り
べ

た
る
大
人
も
ま
た
、
神
話
の
神
々
と
し
て
、
す
な
わ
ち
※
３

能あ
た

う
か
ぎ
り
の「
凡

人
」
と
し
て
、
そ
の
世
界
に
住
む
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
子
ど
も
向
け
の
常
識
的
世
界
像
の
中
で
対
等
の
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
つ
か
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
に
言
葉
を
教
え
て
い
こ
う
と
す
る
。
言
語
教
育
は
そ
の
ま

ま
「
凡
人
た
れ
」
と
い
う
人
物
教
育
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
し
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
が
こ
の
凡
人
教
育
の
段
階
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
６

そ
れ
は
や
り
き

れ
な
い
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
意
味
の
自
律
性
の
弱
い
原
理
、
す
な
わ
ち
使
用
の
創
造
性
が
重

要
な
も
の
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
標
準
的
言
語
使
用
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
標
準
的
言
語
使
用

の
理
解
を
利
用
し
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
字
義
ど
お
り
で
な
い
発
話
の
力
を
生
み
出
し
、
比

喩
を
用
い
、
ま
た
皮
肉
を
言
っ
た
り
、
冗
談
を
と
ば
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
子
ど
も
は
や
が
て
神
話
か
ら
踏

み
出
し
、
神
話
を
逆
手
に
と
る
こ
と
を
覚
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

と
き
に
、
子
ど
も
は
卓た

く
ば
つ抜
な
比
喩
を
用
い
る
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
脚

の
し
び
れ
に
対
し
て
「
脚
が
炭
酸
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
」
と
言
う
よ
う
に
。
私
に
は
子
育
て
の
経
験
が
な
い
の
で

実
感
を
も
っ
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
私
の
偏
見
で
は
こ
れ
は
実
は
比
喩
で
は
な
い
。
子
ど
も
は
ま

だ
大
人
の
押
し
つ
け
る
標
準
的
言
語
使
用
を
き
ち
ん
と
学
び
と
っ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
子
は
た
だ
字
義
ど
お
り
の
意
味
で
「
脚
が
炭
酸
に
な
っ
た
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
使
用
の
創

造
性
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
機
知
も
芸
も
言
葉
の
美
し
さ
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
大
人
た
ち
は
こ
の
誤
解
さ
れ
た
凡ぼ

ん

庸よ
う

さ
を
う
か
つ
に
讃
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
い
ま
の
大
人
た
ち
が
共
有
し
て
い
る
伝
統
的
な
凡
庸

さ
へ
と
い
っ
た
ん
は
押
し
込
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
子
ど
も
が
自
覚
的
に
は
ば
た
け
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、

７

無
自
覚
に
も
っ
て
い
る
そ
の
翼
を
ま
ず
は
も
ぎ
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 

（
野
矢
茂
樹
『
哲
学
・
航
海
日
誌
Ⅱ
』
に
よ
る
）

※
１　

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
…
…
原
型
。
こ
こ
で
は
、
類
似
的
な
特
徴
に
よ
る
典
型
的
な
例
。

※
２　

ア
ス
ペ
ク
ト
依
存
的
…
…
局
面
や
物
事
の
な
り
ゆ
き
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
。

※
３　

能
う
か
ぎ
り
…
…
で
き
る
か
ぎ
り
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問
一　

空
欄

Ａ

～

Ｃ

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

た
ん
に　
　
　
　
　

イ　

つ
い
に　
　
　
　

ウ　

あ
か
ら
さ
ま
に　
　

エ　

ご
く
す
な
お
に　
　

オ　

そ
れ
な
り
に

問
二　

二
重
傍
線
部
①
「
苦
言
を
呈
し
た
」、
②
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
本
文
中
で
の
意
味
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ

し
い
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
。

①
「
苦
言
を
呈
し
た
」

ア　

忠
告
を
し
た　
　
　
　
　
　

イ　

批
判
を
し
た　
　
　
　

ウ　

悪
口
を
言
っ
た　
　

エ　

余
計
な
こ
と
を
言
っ
た　
　

オ　

嫌
味
を
言
っ
た

②
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」

ア　

価
値
の
判
断　
　
　
　
　
　

イ　

抽
象
的
な
思
考　
　
　

ウ　

相
対
的
な
見
方　
　

エ　

理
想
的
な
状
態　
　
　
　
　

オ　

考
え
方
の
枠
組
み

問
三　

傍
線
部
１
「
教
育
上
の
制
約
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
「
制
約
」
が
必
要
な
の
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　

言
語
教
育
の
唯
一
の
目
的
は
、
子
ど
も
に
言
葉
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
学
ば
せ
る
こ
と
で

あ
り
、
一
つ
の
用
例
に
こ
だ
わ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
。

イ　

子
ど
も
が
言
葉
を
習
う
と
き
に
重
要
な
の
は
、
通
常
の
用
例
だ
け
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
以
外
の
用
例
は
後
か
ら
自
然
と
身
に
つ
け
る
べ
き
だ
か
ら
。

ウ　

子
ど
も
の
言
語
習
得
に
お
い
て
は
、
そ
の
語
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
の
中
か
ら
、
ど
の
用
例

が
一
般
的
な
の
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
か
ら
。

エ　

子
ど
も
が
最
初
に
言
葉
を
習
う
と
き
は
、
何
が
正
し
い
用
例
な
の
か
を
ま
だ
知
ら
な
い
た
め
、

特
殊
な
意
味
や
使
い
方
を
教
え
る
と
、
の
ち
に
混
乱
を
き
た
す
か
ら
。

オ　

教
育
の
場
で
子
ど
も
が
言
葉
を
習
う
際
に
は
、
最
初
に
一
般
的
な
用
例
を
覚
え
、
そ
の
語
を
本

来
的
な
意
味
で
正
し
く
使
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
ら
。

問
四　

傍
線
部
２
「「
犬
」
と
い
う
語
を
外
延
的
に
規
定
す
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
す
る
こ
と
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　

犬
の
犬
ら
し
い
特
徴
を
さ
ま
ざ
ま
に
並
べ
て
い
く
こ
と
で
、
犬
に
つ
い
て
の
理
解
を
築
く
こ
と
。

イ　

犬
と
実
際
に
か
か
わ
る
こ
と
で
、
自
ら
の
犬
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
。

ウ　

い
か
に
も
犬
ら
し
い
犬
に
つ
い
て
話
題
に
す
る
こ
と
で
、
犬
ら
し
く
な
い
犬
を
理
解
す
る
こ
と
。

エ　

犬
の
外
見
的
な
特
徴
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
犬
と
い
う
語
の
意
味
を
知
る
と
い
う
こ
と
。

オ　

外
見
の
個
性
的
な
犬
を
知
る
こ
と
で
、普
通
の
見
た
目
の
犬
と
の
違
い
を
知
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
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問
五　

傍
線
部
３
「「
ふ
つ
う
─
変
」
と
い
う
評
価
は
、
そ
れ
が
「
何
と
し
て
」
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
に
依
存
し

て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
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　

世
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
基
準
が
あ
る
が
、「
ふ
つ
う
─
変
」と
い
う
判
断
は
人
に
よ
っ
て

異
な
る
た
め
、
教
育
に
よ
っ
て
統
一
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
。

イ　

外
延
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
は
、「
ふ
つ
う
─
変
」
と
い
う
判
断
基
準
を
作
り
出
す
が
、「
変
」

な
も
の
と
は
「
ふ
つ
う
」
と
い
う
基
準
に
沿
っ
て
決
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

市
民
と
い
う
基
準
や
哲
学
者
と
い
う
基
準
な
ど
、
ど
の
ア
ス
ペ
ク
ト
か
ら
見
る
か
に
よ
っ
て
、

「
ふ
つ
う
─
変
」
と
い
う
判
断
が
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

何
が
「
ふ
つ
う
」
で
、
何
が
「
変
」
か
と
い
う
判
断
基
準
は
、
教
育
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ

る
た
め
、
そ
の
基
準
に
依
存
し
物
事
を
判
断
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

オ　

市
民
と
し
て
「
変
」
で
も
、
哲
学
者
と
し
て
「
ふ
つ
う
」
の
人
も
い
る
の
で
、
人
を
判
断
す
る

際
に
、
世
の
中
の
基
準
は
参
考
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

問
六　

傍
線
部
４
「
異
な
る
概
念
把
握
を
し
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
概
念
把
握
」
に
関
す
る
説
明
と
し
て

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

ア　
「
素
粒
子
」な
ど
の
外
延
的
に
き
ち
ん
と
定
義
さ
れ
た
専
門
用
語
は
、
人
に
よ
っ
て
概
念
把
握
が

ぶ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

イ　

概
念
把
握
は
、
言
葉
の
意
味
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
の
回
り
の
事
物
に
対
す
る
理
解
を
深
め

て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
他
者
と
は
共
有
で
き
な
い
。

ウ　

日
常
的
な
身
の
回
り
の
も
の
に
対
す
る
概
念
把
握
は
、
厳
格
な
定
義
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

エ　

自
分
と
異
な
る
概
念
把
握
を
し
て
い
る
人
は
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
理
解
が
異
な
る
た
め
、
自
分

と
は
物
事
の
捉
え
方
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

オ　

同
じ
も
の
を
見
て
い
て
も
、
人
は
異
な
る
概
念
把
握
を
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
言
葉

の
意
味
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
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問
七　

傍
線
部
５
「
犬
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
準
分
析
的
な
諸
命
題
を
も
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
ま
す

が
、
ど
う
い
う
こ
と
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　

犬
と
触
れ
合
う
こ
と
で
犬
に
つ
い
て
の
理
解
を
重
ね
て
い
き
、
犬
の
「
ふ
つ
う
─
変
」
の
違
い

に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
。

イ　

言
葉
の
意
味
を
深
め
て
知
る
こ
と
で
、
そ
の
語
が
指
す
範
囲
を
明
ら
か
に
し
、
自
己
の
判
断
の

絶
対
化
の
根
拠
と
す
る
こ
と
。

ウ　

言
葉
の
指
す
意
味
の
違
い
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
常
識
を
身
に
つ
け
て
い
き
、「
変
な
」も
の

を
探
し
出
す
と
い
う
こ
と
。

エ　

そ
の
語
に
関
す
る
定
義
を
覚
え
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
標
準
的
な
も
の
と
例
外
的
な
も
の
と
の

違
い
を
知
る
と
い
う
こ
と
。

オ　

最
初
は
「
変
な
」
犬
と
感
じ
た
と
し
て
も
、
か
か
わ
り
あ
い
を
深
め
る
こ
と
で
当
初
の
印
象
を

改
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

問
八　

空
欄

Ｘ

に
入
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
二
字
で
抜
き
出
し
、
答
え
な
さ
い
。

問
九　

傍
線
部
６
「
そ
れ
は
や
り
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
「
や
り
き
れ
な
い
」

の
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　

言
葉
の
創
造
的
な
面
を
養
う
に
は
、
常
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
必
須
だ
が
、
変
化
の
激
し
い

現
代
で
は
常
識
も
容
易
に
変
化
す
る
か
ら
。

イ　

言
葉
を
学
ぶ
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
常
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
教
育
の
場
で
独
創

的
な
力
を
養
う
こ
と
は
難
し
い
か
ら
。

ウ　

子
ど
も
と
大
人
が
協
力
す
る
こ
と
で
創
造
的
な
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
だ
が
、
言

葉
の
教
育
だ
け
で
は
そ
れ
が
難
し
い
か
ら
。

エ　

子
ど
も
が
言
葉
を
学
ぶ
際
に
は
、
教
え
て
も
ら
う
教
師
の
力
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
凡
人

の
ま
ま
で
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

オ　

言
葉
を
独
創
的
に
使
う
た
め
に
は
、
標
準
的
な
使
用
か
ら
逸
脱
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
学
校
教

育
で
は
そ
れ
が
許
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
。
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問
十　

傍
線
部
７「
無
自
覚
に
も
っ
て
い
る
そ
の
翼
を
ま
ず
は
も
ぎ
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」と
あ
り
ま
す
が
、
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　

子
ど
も
が
創
造
的
な
言
語
使
用
が
で
き
る
た
め
に
大
人
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
自
ら
の
言
葉
遣

い
の
真
似
を
さ
せ
、
自
覚
を
促
す
こ
と
だ
か
ら
。

イ　

子
ど
も
が
使
う
比
喩
表
現
は
思
い
付
き
で
し
か
な
い
た
め
、
大
人
の
言
葉
遣
い
に
近
づ
け
る
た

め
に
、
そ
の
都
度
訂
正
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
。

ウ　

子
ど
も
は
言
葉
の
使
い
方
を
適
切
に
正
し
て
い
き
、
言
葉
の
知
識
を
増
や
す
こ
と
で
、
ゆ
く
ゆ

く
は
創
造
的
な
言
語
使
用
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
。

エ　

子
ど
も
が
無
自
覚
に
使
う
言
語
表
現
は
未
熟
な
部
分
が
多
く
あ
り
、
そ
う
し
た
言
葉
の
使
い
方

を
決
し
て
許
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら
。

オ　

子
ど
も
が
使
う
比
喩
表
現
は
、
ま
だ
創
造
的
な
使
用
の
域
に
達
し
て
い
な
い
た
め
、
さ
ら
に
例

外
的
な
言
葉
の
知
識
を
増
や
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
ら
。

問
十
一　

本
文
の
内
容
お
よ
び
筆
者
の
主
張
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
す
べ
て
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

子
ど
も
の
使
う
比
喩
表
現
は
、
単
な
る
思
い
付
き
や
偶
然
の
産
物
で
あ
り
、
卓
抜
な
比
喩
表

現
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

イ　

言
語
教
育
の
目
的
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
に
対
す
る
常
識

を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。

ウ　

大
人
は
子
ど
も
に
言
葉
を
教
え
る
際
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
に
つ
い
て
の
伝
説
を
語
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
間
接
的
な
方
法
で
言
葉
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
。

エ　

子
ど
も
は
外
延
的
に
規
定
さ
れ
た
概
念
を
知
る
こ
と
で
、
言
葉
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て

い
き
、
い
ず
れ
比
喩
表
現
を
使
え
る
よ
う
に
な
る
。

オ　

子
ど
も
に
言
葉
を
教
え
る
と
き
は
ま
ず
例
外
的
な
用
法
を
教
え
て
い
き
、
そ
の
次
に
一
般
的

な
使
い
方
を
教
え
る
べ
き
で
あ
る
。

問
十
二　

こ
の
文
章
に
小
見
出
し
を
つ
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
最
適
で
す
か
。
次
の
ア
～

オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

比
喩
表
現
の
習
得
に
つ
い
て

イ　

常
識
と
い
う
神
話

ウ　
「
ふ
つ
う
の
犬
」
と
は

エ　

こ
と
ば
の
外
延
的
性
格

オ　

子
ど
も
の
言
葉
遣
い
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1   次の各問いに答えなさい。

（ 1）　2020 × 
5
101
 ＋ 20.2 × 

4
1010

 − 2.02 × 
2
10.1
　を計算しなさい。

（ 2）　（ 2 4051 × □52 − 33 ×  718 ） ÷ 136  ＝ 5 　のとき、□にあてはまる数を求めなさい。
（ 3）　ラグビーの試合では、トライを 1回決めると 5点入ります。トライを決めるとゴール

を 1回狙
ねら

うことができ、ゴールを決めるとさらに 2点入ります。N チームは、 1試合
で 123 点入りました。N チームのこの試合でのトライを決めた回数とゴールを決めた 
回数の組み合わせは、全部で何通りですか。
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2   次の各問いに答えなさい。

（ 1）　a △ b は、a から 1ずつ減らした数を b 個かけた値を表すものとします。
　　たとえば、
　　　 5△ 3＝ 5× 4× 3＝ 60　　　　 6△ 2＝ 6× 5＝ 30
　　となります。

　　①　 6△ （ 3 △ 2 ）　の値を求めなさい。

　　②　
12 △ 8 − 10 △ 8

8 △ 8
　の値を求めなさい。

（ 2）　1949 から 2020 までの整数のうち、 2の倍数でも 3の倍数でもなく、 7の倍数になる
数は何個ありますか。

（ 3）　下の数はある規則にしたがって並んでいます。□にあてはまる数を求めなさい。
　　　 2，12 ，30 ，□ ，90 ，132 ，…
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3   次の各問いに答えなさい。

（ 1）　図 1のように、円
えん

盤
ばん

の上に①～⑨の数字が等
とう

間
かん

隔
かく

にかかれています。この数字の上に、
高さが 10 cm ，10 cm ，15 cm ，20 cm の 4 本の円柱をすべて置きます。この図 1の円盤
を図 2の円の上にセットし、図 2のように右から照明を当てて左の壁のスクリーンに影

かげ

を写します。
　　　図 2の円の ⇦ に図 1の Ⓐ が来るように円盤を置くと、影が図 3のようになりました。
また、⇦ に Ⓑ が来るように置いたときの影も、図 3のようになりました。⇦ にⒸ が来
るように置くとき、写し出される影の図として考えられるものを次の（ア）～（カ）の中か
らすべて選び、記号で答えなさい。

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

Ⓐ

Ⓒ

Ⓑ

図 1

光

スクリーン

あ
い

⇦

図 2
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図 3

あ い

（ア）

あ い

（オ）

あ い

（カ）

あ い

（ウ）

あ い

（エ）

あ い

（イ）

あ い
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（ 2）　図 1のように正方形の紙を四つ折りにし、図 2のように四すみのうちの 1つをおうぎ
形状に切り取ります。

　　　この紙を開いたときにできる図形として正しいものを、次の（ア）～（カ）の中からすべて
選び、記号で答えなさい。

図 1 図 2

（ア） （イ）

（オ）

（ウ）

（カ）（エ）
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（ 3）　下の（ア）～（オ）の中からタイルを 1種類選び、何枚か使って縦が 40 cm ，横が 50 cm
の長方形の板にすきまなく敷

し

きつめます。タイルは 1辺が 1 cm の正方形をいくつか 
つなげたものです。敷きつめることができるものを次の（ア）～（オ）の中からすべて選び、
記号で答えなさい。

（ア） （イ）

（エ）

（ウ）

（オ）
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4   次の各問いに答えなさい。

（ 1）　縦 9 cm ，横 12 cm の長方形があります。
　　斜

しゃ

線
せん

部分の面積は何 cm2 ですか。

（ 2）　円柱を、図のように平面でななめに切り取ります。高さ AD を 3 等分する点を B ，C
とするとき、残った立体は元の円柱の体積の何倍ですか。

（ 3）　図のような道路があります。斜線部分は工事中のため、×印の道路が通行できません。
A から B まで行く最も短い道順は、全部で何通りありますか。

3cm

3cm

5cm

5cm

A

D

B

C

A

B
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（ 4）　 6％の食塩水 260 g から水を蒸
じょうはつ

発させて 13 ％の食塩水にするには、水を何 g 蒸発させ
ればよいですか。

（ 5）　下の図は、隣
とな

り合うブロックの和がその上のブロックの数字となっています。A ～ C
に当てはまる数字を答えなさい。

B

71

28

18

3 A 7 11 C
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5　  　 6 km 離
はな

れた 2地点 A ，B を兄弟 2人が往復します。兄は A から自転車で、弟は B から
歩いて同時に出発します。兄は出発して 20 分後に弟に出会い、自転車を弟に渡します。 
弟は自転車で進み、兄は歩きます。兄が自転車で進む速さは、兄の歩く速さの 3倍です。 
また、弟が自転車で進む速さは、兄の歩く速さの 2倍です。さらに、兄が自転車で進む速
さは、弟の歩く速さの 4倍です。

（ 1）　兄が自転車で進む速さは、分速何 m ですか。

（ 2）　兄と弟が 2回目に出会うのは、出発してから何分後ですか。

（ 3）　 2人が出発してから 2回目に出会うまでの時間と 2人の間の距離の関係を、解
かい

答
とう

欄
らん

 
のグラフにかきこみなさい。



令和 2年度　入学試験（ 2月 1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

1 （1） （2） （3）

通り

2 （1） （2） （3）① ②

個

3 （1） （2）

（3）

4 （1） （2） （3） （4）

cm2 倍 通り g
（5）

A B C

5 （1） （2）

分速� m 分後
（3）

時間（分）70 80 90605040302010

6
距離（km）

0



令和 ２年度　入学試験（ ２月 1日実施）

社　会
理　科
［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〜 ３１ ページの合計 ３１ 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 　次の年表（2019年 1 〜 7 月の出来事）を見て、後の各問いに答えなさい。

月 日本 海外

1月 ①北方領土問題に関して、日露外相が
会談する

2月 ②沖縄県民による辺野古埋め立てに対
する住民投票が行われる

③日独首脳会談が行われる

3月 ④景気動向指数が 3ヶ月連続で悪化し
たと発表される

4月 ⑤紙幣（日本銀行券）のデザイン変更が
決定される

⑥世界遺産のノートルダム大聖堂で火
災が発生する

5月 ⑦第126代となる天皇が即位する

6月 野党 5党派が⑧内閣不信任案を提出す
る

7月 ⑨日本の総人口が10年連続で減少した
と発表される

⑩第25回参議院議員通常選挙が行われ
る
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問 1　下線部①に関連して、Ａ・Ｂの島の名称をそれぞれ漢字で答えなさい。

A

B

問 2　下線部②に関連して、地方公共団体の政治においては、住民の意思を反映させる直接
請求権が認められています。直接請求権に関する記述として適切なものを、次のア〜
エから 2 つ選び、記号で答えなさい。

ア．条例の制定や改廃を請求するには、有権者の50分の 1以上の署名が必要である。
イ．地方議会の解散を請求するには、有権者の50分の 1以上の署名が必要である。
ウ．地方公共団体の首長、議員などの解職を請求するには、有権者の 3分の 1以上の
署名が必要である。

エ．国会が、特定の地方公共団体のみに適用される法律を制定する場合は、その地域
の住民投票で投票者の 3分の 2以上の同意が必要である。
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問 3　下線部③に関連して、各国の行政府のリーダーは、その政治体制によって大統領（国民
の投票によって選ばれる）・首相（議会の投票によって選ばれる）と肩書きが異なりま
す。次のア〜エのうち、他の 3人と異なる肩書きをもつ行政府のリーダーを選び、記
号で答えなさい。なお、各国の行政府のリーダーは2019年 7 月末のものです。

ア．

アンゲラ＝メルケル

イ．

文在寅

ウ．

ボリス＝ジョンソン

エ．

安倍晋三
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問 4　下線部④について、景気が好況と不況という 2つの局面を決まった周期で循環すると
考える説を景気循環論といいます。下のグラフ中のＡ〜Ｄは、 4つの代表的な景気循
環を示したものです。また、ア〜エの文章は、その 4つのうち、いずれかの景気循環
が発生する要因を説明したものです。このうち、Ａの景気循環についての説明として
適切なものを、次のア〜エから 1つ選び、記号で答えなさい。

（時間）

Ｃ：周期 25年

Ｂ：周期 10 年

Ａ：周期5年

Ｄ：周期 50 年

プ
ラ
ス
成
長

マ
イ
ナ
ス
成
長

経
済
成
長
率

0

ア．住宅や商業施設などの建て替えにあたることで発生する。
イ．企業が設備を買いかえる時期にあたることで発生する。
ウ．鉄道や電気など、それまでになかった技術の登場の時期にあたることで発生する。
エ．企業が抱えている在庫の変動の時期にあたることで発生する。
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問 5　下線部⑤に関連して、通貨には大きく下のＡ〜Ｃの 3つの機能があります。次のⅠ・
Ⅱの文章は、通貨の機能Ａ〜Ｃのいずれの機能について説明したものか、それぞれ記
号で答えなさい。

＜通貨の機能＞
Ａ　通貨は商品の価値をはかる物差しとなる。
Ｂ　通貨は商品と商品の交換の仲立ちをする。
Ｃ　通貨は価値を貯蔵しておくことができる。

Ⅰ　 1貫500円のウニは、 1貫250円のサーモン 2つ分である。
Ⅱ　50年前の紙幣も、現在の紙幣と同様に使用することができる。

問 6　下線部⑥について、世界遺産に関する記述として適切なものを、次のア〜エから 2 つ
選び、記号で答えなさい。

ア．世界遺産は、人類共通の遺産として国連教育科学文化機関（UNESCO）によって登
録される。

イ．世界遺産に登録されると、以後その登録が抹消されて、世界遺産から外れること
はない。

ウ．日本で最初に世界文化遺産に登録されたのは、奈良県の法隆寺地域の仏教建造物
と兵庫県の姫路城である。

エ．世界遺産登録による観光客の増加から、環境悪化が懸念されるため、日本では環
境税を導入し、保護を行なっている。

問 7　下線部⑦に関連して、2019年 4 月30日に天皇が退位したことで「平成」の時代が終わり、
翌 5月 1日に新たな天皇が即位したことで「令和」の時代が始まりました。第125代天皇
の退位後の称号を何というか、漢字 2字で答えなさい。

問 8　下線部⑧について、内閣不信任案が衆議院で可決された場合の流れを示した次の表の 
空欄 Ｘ ・ Ｙ に当てはまる適切な算用数字を、それぞれ答えなさい。

日
以
内

Ｘ
日
以
内

Ｙ40
日
以
内

内
閣
不
信
任
案
の
可
決

衆
議
院
の
解
散

総
選
挙

特
別
国
会
召
集

内
閣
総
辞
職

内
閣
総
理
大
臣
指
名
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問 9　下線部⑨に関連して、下の表は2005年〜2018年にかけての日本の人口の推移を表した
ものです。下の表から読み取れる内容として適切でないものを、次のア〜エからすべ
て選び、記号で答えなさい。なお、自然増減とは出生と死亡による人口の増減を指し、
社会増減とは他地域からの転入や他地域への転出による人口の増減を指します。

ア．男女ともに、前年度に対する人口減少数は、2012年度が最も多い。
イ．2013年度から外国人の社会増減数は増加し続けている。
ウ．日本人、外国人ともに社会増減数が 2年連続で減少したことはない。
エ．日本の総人口は2008年をピークに減少し続けている。

問10　下線部⑩に関連して、参議院議員通常選挙に関する説明として、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．2018年の公職選挙法改正に伴い、2022年までに議員定数は 6議席増加する。
イ．比例代表選挙では、非拘束名簿式が採用されており、議席はドント式で配分され
る。

ウ．選挙区と比例区で重複立候補していれば、比例区での当選も可能である。
エ．一票の格差を是正するため、選挙区において、島根県と鳥取県、高知県と徳島県
は合区となった。
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2 　日本の地名には、その土地の歴史や文化、生活に由来して付けられたものが数多く存在し
ます。次の地図中Ａ〜Ｇの地名に関する後の各問いに答えなさい。なお、地名の由来には諸
説あります。

Ａ

ＦＦ

ＧＧ

BB

E
D
C
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問 1　地図上Ａの宮城県多賀城市に関連する（ 1）（ 2）の問いに答えなさい。

（ 1） 多賀城という市名の由来は、古代における蝦夷支配の拠点となった朝廷の出先機関
とされています。2005年に多賀城市は、ある都市と友好都市盟約宣言を取り交わし
ています。その都市にも、かつて朝廷の出先機関があり、外交や周辺地域の統治を
任されていました。その友好都市を、次のア〜エから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア．京都市　　イ．出雲市　　ウ．太宰府市　　エ．堺市

（ 2） 下の雨温図ア〜エは、釧路・仙台・新潟・松本のいずれかを示したものです。多賀
城市に隣接する仙台市の雨温図を、次のア〜エから 1つ選び、記号で答えなさい。

30

20

10

0

－10

気
温
（
℃
）

400

300

200

100

1月
年平均気温：11.8℃
年間降水量：1031㎜

6月 12月

降
水
量
（
㎜
）

ア．
30

20

10

0

－10

気
温
（
℃
）

400

300

200

100

1月
年平均気温：13.9℃
年間降水量：1821㎜

6月 12月

降
水
量
（
㎜
）

イ．

30

20

10

0

－10

気
温
（
℃
）

400

300

200

100

1月
年平均気温：6.2℃
年間降水量：1042.9㎜

6月 12月

降
水
量
（
㎜
）

ウ．

30

20

10

0

－10

気
温
（
℃
）

400

300

200

100

1月
年平均気温：12.4℃
年間降水量：1254.1㎜

6月 12月

降
水
量
（
㎜
）

エ．

（『理科年表』より作成）
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問 2　地図上Ｂの群馬県みどり市に関連する（ 1）（ 2）の問いに答えなさい。

（ 1） みどり市を構成する笠懸町という地名は、鎌倉時代の武士たちの武芸に由来しま
す。その武芸を示す絵を、次のア〜エから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア． イ．

ウ． エ．

（ 2） みどり市がある群馬県に水源をもち、群馬県と埼玉県との県境となっている河川の
名称を漢字で答えなさい。
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問 3　地図上Ｃの東京都港区台場に関連する（ 1）（ 2）の問いに答えなさい。

（ 1） 台場という地名は、江戸幕府がペリー来航を機に江戸防衛のために海上に築いた
「砲台」に由来します。この砲台が築かれる前後の状況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．ペリーは浦賀に来航し、幕府にアメリカ大統領の国書を渡した。
イ．幕府はアメリカ以外にもオランダ、イギリス、ロシアと和親条約を結んだ。
ウ．ロシア使節プチャーチンが、長崎に来航し、開国と国境の確定を要求した。
エ．反対派を厳しく処罰した井伊直弼は、坂下門外の変で暗殺された。

（ 2） 江戸での剣術修行中にペリー来航に直面し、その後、中岡慎太郎と共に薩長連合の
成立に貢献した土佐藩出身の人物を答えなさい。

問 4　地図上Ｄの東京都調布市に関連する（ 1）（ 2）の問いに答えなさい。

（ 1） 調布という市名の由来は、律令制度における税の 1つである「調」に由来するとされ
ています。「調」の説明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10日程度、都で労働に従事する税である。
イ．各国の特産物を納める税である。
ウ．年間60日を限度として、国司の下で労働する税である。
エ．収穫の 3％程度を稲（米）で納める税である。

（ 2） 律令の時代には、「調」のほかにも税の 1つとして、九州沿岸の辺境防備の兵が関東
地方から集められました。この兵役の名称を漢字 2字で答えなさい。
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問 5　地図上Ｅの山梨県甲州市に関連する（ 1）（ 2）の問いに答えなさい。

（ 1） 甲州という市名の由来は、山梨県の旧国名である甲斐国の別称に由来します。戦国
時代に甲斐国を治め、上杉謙信と川中島をめぐって何度も争った戦国大名を答えな
さい。

（ 2） 甲州市とそれに隣接する笛吹市周辺を示した下の地形図に関連する説明として適
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。

（国土地理院 2万 5千分の 1地形図「石和」を拡大しています）

250m

ア．地図の南部に位置する蜂城山では針葉樹林が多くみられる。
イ．なだらかな傾斜が広がる扇央部では果樹園が多くみられる。
ウ．高速道路の釈迦堂PA（パーキングエリア）のそばには博物館がある。
エ．地図の北部を東西に走る県道は、東から西に向かってゆるやかに上り坂になって
いる。
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問 6　地図上Ｆの三重県四日市市に関連する（ 1）（ 2）の問いに答えなさい。

（ 1） 四日市という市名の由来に関する説明として最も適切なものを、次のア〜エから 1
つ選び、記号で答えなさい。

ア．定期市が毎月 4の付く日に開かれていたのが由来である。
イ．徳政令がこの地域で初めて出された日が由来である。
ウ．この地域一帯を治めていた豪族の名前が由来である。
エ．この地域においてはじめて百姓一揆が起きた日が由来である。

（ 2） 下の製造品出荷額の構成を示すア〜エのグラフは、京浜工業地帯、中京工業地帯、
阪神工業地帯、北九州工業地帯のいずれかのものです。この市を含む工業地帯のグ
ラフを、次のア〜エから 1つ選び、記号で答えなさい。

（「日本国勢図会2018/19」より作成）

ア． 16.7％16.7％ 43.7％43.7％ 6.7％6.7％ 17.3％17.3％ 15.0％15.0％

0.6％0.6％

20.4％20.4％ 37.0％37.0％ 17.1％17.1％ 11.0％11.0％ 13.2％13.2％

1.3％1.3％

9.4％9.4％ 68.1％68.1％ 7.4％7.4％4.9％4.9％ 9.3％9.3％

0.9％0.9％

8.2％8.2％ 48.7％48.7％ 18.2％18.2％ 10.8％10.8％ 13.6％13.6％

0.5％0.5％

イ．

ウ．

エ．

金属 機械 化学 食料品 繊維 その他
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問 7　地図上Ｇの佐賀県唐津市に関連する（ 1）（ 2）の問いに答えなさい。

（ 1） 唐津という市名の由来は、中国人居留地並びに中国・朝鮮に渡るための重要拠点と
しての「唐人津（とうじんのつ）」であるとされています。1592年、この地に名護屋城
を築かせて朝鮮出兵を実行した人物を答えなさい。

（ 2） 下のグラフは、唐津市を含む佐賀県が平成30年度に全国で 1位となっている品目の
都道府県別割合を示しています。グラフＡ・Ｂは陶磁器製置物の出荷額、のり類
（養殖）の産出額、ハウスみかんの出荷額のいずれかのものです。このグラフに該当
する組み合わせとして適切なものを、次のア〜カから 1つ選び、記号で答えなさい。

（問題の都合上、出典は表記しない）

グラフＡ グラフＢ

佐賀
35%

愛知
22%

大分
7%

高知
6%

愛媛
5%

徳島
4%

熊本
4%

静岡
4%

長崎
3%

和歌山
3%

その他
7%

佐賀
23%

福岡
19%

兵庫
16%

熊本
16%

三重
6%

宮城
5%

愛知
4%

香川
3%

岡山
2%

千葉
2%

その他
4%

ア．A ─ ハウスみかん　　B ─ 陶磁器製置物
イ．A ─ ハウスみかん　　B ─ のり類（養殖）
ウ．A ─ のり類（養殖）　　B ─ 陶磁器製置物
エ．A ─ のり類（養殖）　　B ─ ハウスみかん
オ．A ─ 陶磁器製置物　　B ─ のり類（養殖）
カ．A ─ 陶磁器製置物　　B ─ ハウスみかん
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（次のページにも問題が続きます）
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3 　物質は、どのようなものでもそれぞれ固有のエネルギーをもっています。化学反応が起こっ
て他の物質に変化するときや、物質の状態が変化するときには、その変化に伴

ともな

ってもってい
るエネルギーの大きさが変化し、熱が発生したり、熱を吸収したり、光を出したりします。た
とえば、冬に利用するカイロは、鉄が酸素と反応したときの化学反応によって発生する熱を
利用しています。

　　水素、メタン、プロパンの 3種類の気体を使って以下のような実験をしました。

　実験 1　�3 種類の気体を112cm3ずつ用意して重さをはかると、水素0.01g、メタン0.08g、プ
ロパン0.22gでした。

　実験 2　�3 種類の気体を112cm3ずつ用意して燃やすと、水素からは340カロリー、メタンか
らは1060カロリー、プロパンからは2640カロリーの熱が発生しました。

　実験 3　�水素が燃えるときには、水素100cm3と酸素50cm3がちょうど反応して、水ができま
した。

　実験 4　�メタンが燃えるときには、メタン100cm3と酸素200cm3がちょうど反応して、二酸化
炭素100cm3と水ができました。

　実験 5　�プロパンが燃えるときには、プロパン100cm3と酸素500cm3がちょうど反応して、二
酸化炭素300cm3と水ができました。

問 1　水素を発生させることができる物質の組み合わせを、次のア〜クから 2通り選び、記
号で答えなさい。ただし、同じ記号を 2度用いることはできません。

ア．石灰石　　　　　　　　　　　イ．アルミニウム　　　ウ．過酸化水素水
エ．塩酸　　　　　　　　　　　　オ．銅　　　　　　　　カ．二酸化マンガン
キ．水酸化ナトリウム水

すい

溶
よう

液
えき

　　　ク．鉄

問 2　水素を発生させる器具として、右図のような器具を用いまし
た。点線で囲まれた部分を正しく表しているものを、次のア
〜オから 1つ選び、記号で答えなさい。

エ オウイア

三角
フラスコ
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問 3　同じ重さの水素、メタン、プロパンを用意して燃やしたときに、発生する熱が最も大
きい気体を答えなさい。

問 4　実験 4において、表 1のように気体の量を変えて、 5回の実験をしました。発生した
二酸化炭素の体積［cm3］を表すグラフとして最も適当なものを、次のア〜カから選び、
記号で答えなさい。

表 1
試験管番号 メタンの体積［cm3］ 酸素の体積［cm3］

1 20 100
2 40 80
3 60 60
4 80 40
5 100 20

試験管番号
1

60

40

20

0
2 3 4 5

二
酸
化
炭
素
の
体
積

［cm3］

ア

試験管番号
1

60

40

20

0
2 3 4 5

二
酸
化
炭
素
の
体
積

［cm3］

イ

試験管番号
1

60

40

20

0
2 3 4 5

二
酸
化
炭
素
の
体
積

［cm3］

ウ

試験管番号
1

60

40

20

0
2 3 4 5

二
酸
化
炭
素
の
体
積

［cm3］

エ

試験管番号
1

60

40

20

0
2 3 4 5

二
酸
化
炭
素
の
体
積

［cm3］

オ

試験管番号
1

60

40

20

0
2 3 4 5

二
酸
化
炭
素
の
体
積

［cm3］

カ
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問 5　1000cm3の水素を完全に燃やすには、何cm3の空気が必要ですか。ただし、空気中には、
酸素が20％含

ふく

まれているものとします。

問 6　体積比で水素20％、メタン50％、プロパン30％の割合で混ざりあった気体（混合気体）
が112cm3あります。この混合気体をすべて燃やすために必要な酸素は何cm3ですか。ま
た、このときに発生する熱は何カロリーですか。

問 7　水素とメタンがある割合で混ざりあった気体（混合気体）が500cm3あります。この混合
気体を燃やしたところ、二酸化炭素が150cm3できました。混合気体中の水素は何cm3

ですか。また、このときに反応した酸素は何cm3ですか。
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（次のページにも問題が続きます）
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4 　鳥のなかには、地球上の離
はな

れた地域を季節ごとに行き来するものがいて、この行動を渡
わた

り
と言います。渡り鳥は一体、何を基準に渡りの方角を決めているのでしょうか。
　　この問題には、昔から多くの研究者たちが解明に取り組んできました。その手がかりの 1
つとして考えられたのが太陽の位置です。例えば、①春から夏を日本で過ごした渡り鳥は、日
本から南半球に渡るとき、太陽の昇

のぼ

る位置から時計回りに90°の方角がおよその南の方角であ
ることを知ることができます。このように、渡り鳥が太陽の位置を基準に渡りの方角を決定
しているのではないかという仮説をもった昔の鳥類学者は、さらに実験を進め研究を行いま
した。

問 1　渡り鳥の地球上の離れた地域での移動は、越
えっ

冬
とう

地
ち

と繁
はん

殖
しょく

地
ち

の間で行われます。鳥類の
体温調節と繁殖について説明した次の文の、 に入る語句の組み合わせとして
適当なものを、ア〜エ、カ〜ケからそれぞれ 1つずつ選び、記号で答えなさい。

（ 1）鳥は A 動物で、 B で体温が逃
に

げるのを防ぐ。

Ａ Ｂ
ア．変温 毛
イ．変温 羽毛
ウ．恒温 毛
エ．恒温 羽毛

（ 2）鳥は C 受精で、 D である。

Ｃ Ｄ
カ．体外 卵生
キ．体外 胎生
ク．体内 卵生
ケ．体内 胎生

問 2　下線部①にあてはまる鳥を、次のア〜エから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア．カモ イ．スズメ ウ．ツバメ エ．ハト



─ 20 ─

問 3　日本で秋から冬を過ごした渡り鳥が、北に渡るときには、太陽の昇る位置からどちら
の方角に向かいますか。次のア〜エから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア．時計回りに45°　　　　イ．時計回りに90°
ウ．反時計回りに45°　　　エ．反時計回りに90°

問 4　次にあげる動物の行動のうち、太陽の位置から方角を特定しているものはどれですか。
次のア〜エから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア．サケが生まれた川にもどる。
イ．ネズミが迷路実験を繰

く

り返すとゴールにたどりつくまでの時間が短縮される。
ウ．ミツバチが 8の字ダンスで餌

えさ

の位置を仲間のハチに知らせる。
エ．アリが道しるべの上に行列をつくる。



─ 21 ─

　　太陽の位置を基準にした渡りのしくみを詳
くわ

しく調べるための実験を鳥類学者が行いました。
実験 1、 2は同じ日の日の出の時刻に北半球で行ったものとして、以下の問いに答えなさい。

　【実験 1】
　　図 1のように太陽の位置が分かるように一部だけ窓を開けたカゴを、日の出の時刻に野外
に置いた。なお、渡りの時期の鳥は、カゴのなかで渡りの方角を向く。

　【結果】
　　図 1のように渡り鳥は南東の方角を向いた。

　【実験 2】
　　図 2のように南に開いた窓に鏡を付け、日の出の時刻にカゴの中心にいる渡り鳥に直接光
が当たるようにした。

　【結果】
　　図 2のように渡り鳥は南西の方角を向いた。

北

南

光

西 太
陽

鏡

光

太
陽

カゴ

図 1 図 2
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問 5　図 2の実験で、窓に付けた鏡の角度Ｘは何度ですか。

角度Ｘ

問 6　図 2の鏡をとって正午に同様の実験を行うと、渡り鳥は南東を向きました。次に、西
に窓を開けたカゴの中心にいる渡り鳥に、日没の時刻に直接光が当たるようにしまし
た。渡り鳥が渡りの方角を判断する方法と、このときに向いた方角を説明した次のア
〜クのうち、適当なものを 1つ選び、記号で答えなさい。

ア．常に太陽の位置だけから渡りの方角を判断するので、日没の時刻には、太陽の位
置から時計回りに45°の方向を向く。

イ．常に太陽の位置だけから渡りの方角を判断するので、日没の時刻には、太陽の位
置から反時計回りに45°の方向を向く。

ウ．常に太陽の位置だけから渡りの方角を判断するので、日没の時刻には、太陽の位
置から時計回りに135°の方向を向く。

エ．常に太陽の位置だけから渡りの方角を判断するので、日没の時刻には、太陽の位
置から反時計回りに135°の方向を向く。

オ．常に太陽の位置と時刻から渡りの方角を判断するので、日没の時刻には、太陽の
位置から時計回りに45°の方向を向く。

カ．常に太陽の位置と時刻から渡りの方角を判断するので、日没の時刻には、太陽の
位置から反時計回りに45°の方向を向く。

キ．常に太陽の位置と時刻から渡りの方角を判断するので、日没の時刻には、太陽の
位置から時計回りに135°の方向を向く。

ク．常に太陽の位置と時刻から渡りの方角を判断するので、日没の時刻には、太陽の
位置から反時計回りに135°の方向を向く。
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　　次に、渡り鳥が太陽の位置と、体内時計の時刻によって渡りの方角を決定することを調べ
るために、実験 1と 2とは異なる種類の渡り鳥を用いて次のような実験 3を行いました。こ
れについて以下の問いに答えなさい。

　【実験 3】
　①　渡り鳥をカゴに入れて、数日間、太陽が見えない部屋のなかで、実際の日の出の時刻

からずらして照明をつけ、また日没の時刻からずらして照明を消した。このようにし
て、自然の生活リズムと合った体内時計を持つグループAの渡り鳥と比べて、体内時
計を進めたり遅らせたりした渡り鳥のグループＢ、Ｃを作った（図 3）。

図 3

グループＡ：�体内時計が実際の日の出と日没に合った渡り鳥。この渡り鳥には、体内
時計を前後させた渡り鳥と区別するために白い印を付けた。

グループＢ：自然の生活リズムに対して、体内時計を 6時間進めた渡り鳥
グループＣ：自然の生活リズムに対して、体内時計を 6時間遅らせた渡り鳥
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　②　渡りの時期の晴天の正午にグループＡとＢの渡り鳥、グループＡとＣの渡り鳥を一緒
に入れた 2つのカゴを、野外の同じ場所に置いた（図 4）。このとき、それぞれのカゴ
の中の渡り鳥は、体内時計の進み、または遅れに応じた渡りの方角を向いて飛び立つ
姿勢をとるので、その方角を観察し記録を行った。ただし、この時期の日の出は午前
6時より前、日没は午後 6時より後であったとする。

ＡとＢ ＡとＣ

グループＢグループＡ グループＣ

図 4
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　【結果】�図 5 は、それぞれのグループの渡り鳥の向く方向とその数を表したものである（図はカ
ゴを真上から観察したものです）。

図 5

体内時計をずらした
渡り鳥１羽

グループＡの渡り鳥１羽

西

北

カゴ

グループＡの渡り鳥の50％
以上が向いた方向

体内時計をずらした渡り鳥
の50％以上が向いた方向

問 7　グループＡとＣの渡り鳥を一緒に入れたカゴの実験の結果の図を、次のア〜ウから 1
つ選び記号で答えなさい。

ア イ ウ
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5 　イギリス（正式にはグレートブリテン及び北アイルランド連合王国、以下イギリスと呼びま
す）は、政治・経済の仕組みや科学技術において世界をリードしてきました。また、その影

えい

響
きょう

は現在の世界に色濃
こ

く残されています。次の文章を読み、後の各問いに答えなさい。

　　18世紀に入ると、イギリスなどのヨーロッパにおいて科学技術は格段に発展しました。な
かでも大きな出来事は①蒸気機関の発明です。それまでにも、いろいろな機械がつくられま
したが、それらを動かす原動力は人力や馬力、水力や風力に頼るしかありませんでした。そ
うした中、蒸気機関は新たに蒸気力という あ の利用を可能にしたのです。そして、そ
れは人間の手に入るエネルギー源が飛

ひ

躍
やく

的
てき

に拡大していったことを意味します。

問 1　下線部①の蒸気機関に最も関係の深い科学者を、次のア〜エから選び、記号で答えな
さい。

ア．ガリレオ　　イ．ニュートン　　ウ．ワット　　エ．アインシュタイン

問 2　文章中の空
くう

欄
らん

あ に入る語句として適当なものを、次のア〜エから 1つ選び、記
号で答えなさい。

ア．運動エネルギー　 イ．電気エネルギー　 ウ．核エネルギー　 エ．熱エネルギー
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　　蒸気機関を利用したものの 1つに、SL（蒸気機関車）があります。蒸気機関車は、蒸気の力
を利用して、ピストンを往復運動させて、その往復運動を動輪の回転運動にかえて車輪を動
かしています。

ピストンを押す力

ピストン
水蒸気の力

水蒸気

水

燃料

　　水が水蒸気に変わるとき、体積が い なり、ピストンを押します。この水蒸気が冷や
されると、体積が一気に う なります。すると、ピストンを押す力が え なり、ピ
ストンがもとに戻ります。初期の蒸気機関は生じた蒸気がもとに戻った時に生じる気圧の差
を利用してつくられました。

問 3　蒸気機関の仕組みについて、以下の問いに答えなさい。

（ 1） 上図のように水が水蒸気になるときの現象を何といいますか。
（ 2） 文章中の空欄 い 〜 え に入る語句の組み合わせとして適当なものを、

次のア〜カから 1つ選び、記号で答えなさい。

い う え
ア．大きく 大きく 小さく
イ．大きく 小さく 大きく
ウ．大きく 小さく 小さく
エ．小さく 大きく 大きく
オ．小さく 大きく 小さく
カ．小さく 小さく 大きく

（ 3） ピストンが戻るときに水蒸気に起こる状態変化と同じ変化を表しているものを、
次のア〜オから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア．ドライアイスを置いておくとなくなった。
イ．冬の寒い日に吐

は

く息が白くなった。
ウ．池にはった氷が昼にはなくなっていた。
エ．外に干しておいた洗

せん

濯
たく

物
もの

がかわいた。
オ．ぬれた指で氷に触れると指がくっついた。



─ 28 ─

　　イギリスは、世界で最初に産業革命を経験し、その産業革命を通じてイギリスの経済力は
大きく発展しました。一方、イギリスは原料を手に入れ、製品を販売する場所としてエジプ
トや南アフリカ、②インドなどの植民地を獲得していきました。

問 4　文章中の下線部②について、アメリカ合衆国のコンピューターソフト開発などの情報
通信（ICT）産業は、インドとの協力関係によって発展してきました。その理由を、ア
メリカ合衆国とインドとの地理的な関係に着目して説明しなさい。その際、下の地図
を参考にすること。

※経線は15度ごとに引かれています。
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　　イギリスで成立した政治や経済の仕組みは、ヨーロッパ各地に伝わりました。日本も欧米
が採用している政治や経済の仕組みを取り入れようとしました。1871年に明治政府は、③岩
倉具視らを欧米に派遣し、各国の視察を行いました。この欧米視察は、その後の明治政府の
政策に大きな影響を与えました。

問 5　文章中の下線部③について、次のＡ〜Ｄは使節団が訪れた都市に関する版画とその国
についての説明です。Ａ〜Ｄの都市を含む国を、次のページの 2つの地図中ア〜クか
ら 1つ選び、それぞれ記号で答えなさい。ただし、国名や国境は現在のものです。

この絵は当時の商業都市を描いた
ものです。この国は現在、GDP（国
内総生産）で世界 1位の経済大国
となりました。

Ａ．

この絵は王宮の内部を描いたもの
です。当時の国王ルイ16世は革命
によって処刑されました。

Ｂ．

この絵はこの国最大の港町を描い
たものです。この国は鎖国中にお
いても、日本と交易を行っていま
した。

Ｃ．

この絵はこの国の首都を描いたも
のです。明治政府はこの国の憲法
を模範にしました。

Ｄ．
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ア

イ

ウ
エ

【ヨーロッパの拡大図】

オ

カ

キ
ク
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　　EU（ヨーロッパ連合）に加盟しているイギリスでは、2016年にEUからの離脱をめぐる国民
投票が行われました。

問 6　この国民投票について、次の資料 1〜 5から読み取れる内容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。

資料 3．年齢別投票割合
年齢 離脱 残留 棄権
18〜24歳 23％ 66％ 10％
25〜49歳 40％ 52％ 7 ％
50〜64歳 53％ 42％ 5 ％
65歳以上 59％ 38％ 2 ％

資料 4．教育水準別投票割合
教育水準 離脱 残留 棄権
中卒相当 61％ 32％ 7 ％
高卒相当 42％ 50％ 7 ％
大卒以上 28％ 68％ 4 ％

資料 5．最も重視した論点
論点 離脱支持 残留支持

英国の独立性・他国との協調 45％ 21％
雇用・投資・経済 5％ 40％

移民 26％ 1 ％
自分や家族への影響 5％ 13％

その他 19％ 25％

（朝日新聞2016年 6 月25日朝刊をもとに作成）

資料 1．国民投票の結果

EU残留
48.1％
EU残留
48.1％

EU離脱
51.9％

資料 2．地域別投票結果

北アイルランド

ウェールズ

スコットランド

イングランド

ロンドン

離脱
残留

ア．EU残留を支持する人々の割合は、若年層になるほど高い。
イ．特に都市部の住民ほどEUからの離脱を希望しているといえる。
ウ．「中卒、高卒相当」と「大卒以上」とで、離脱に対する賛否が分かれている。
エ．離脱支持派は移民を、残留支持派は雇用・投資・経済を、論点として最も重視した。
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問
8
Ｘ Ｙ

問
9

問
10

４ 問
1
（1） （2） 問

2

問
３

問
４

問
５ 度

問
６

問
７

３ 問
1 と と 問

2

問
３

問
４

問
５ cm3

問
６ cm3 カロリー

問
７
水素

cm3
酸素

cm3

５

問
３
（1） （2） （3）

問
４

問
５
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 問

６

問
1

問
2

2

問
３
（1） （2） 問

４
（1） （2）

問
1
（1） （2） 問

2
（1） （2）

問
５
（1） （2） 問

６
（1） （2）

問
７
（1） （2）


