
令和 5年度　入学試験（ 2月 4日実施）

国　語
［40分］

［注意事項］

１．試験開始の合図があるまで、この問題用紙は開かないでください。
２．試験開始後、解答用紙にシールを貼

は

ってください。
3．解答は、すべて解答用紙に記入してください。
4．解答は鉛

えん

筆
ぴつ

などで濃
こ

く記入してください。
5．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、すみやかに手を挙
あ

げ、監
かん

督
とく

の先生に申し出てください。
6．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
。

①　

徳
川
家
の
ケ
イ
ズ
を
調
べ
て
年
表
に
ま
と
め
る
。

②　

大
谷
は
早
く
か
ら
ト
ウ
カ
ク
を
現
し
た
。

③　

サ
イ
ク
は
流
々
仕
上
げ
を
御
覧
じ
ろ
。

④　

不
正
な
お
金
で
シ
フ
ク
を
肥
や
す
。

⑤　

役
職
に
応
じ
て
歩
合
の
比
率
を
上
げ
て
い
く
。

⑥　

老
若
男
女
、
ど
の
層
か
ら
も
人
気
が
あ
る
。

⑦　

そ
の
行
い
は
間
違
い
な
く
言
語
道
断
で
あ
る
。

⑧　

こ
の
件
に
つ
い
て
は
判
断
を
委
員
長
に
委
ね
る
。

二	

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
コ
ロ
ナ
禍
が
も
た
ら
し
た
最
大
の
災
い
は
、「
空
気
の
共
有
」に
対
す
る
全
世
界
の
人
々
の

忌き

ひ避
感
で
あ
る
。
わ
た
し
に
し
て
も
時
折
、
人
と
会
う
と
き
半
無
意
識
に
顔
を
そ
む
け
、
距
離
を
と
っ
て
い
る
。

ふ
つ
う
だ
っ
た
ら
こ
れ
は
相
手
に
い
ぶ
か
ら
れ
る
よ
そ
よ
そ
し
さ
だ
。
し
か
る
に
音
楽
と
は
ま
さ
に
、
人
と
人

の
間
の
こ
う
し
た
距
離
を
縮
め
る
た
め
に
こ
そ
、
存
在
し
て
き
た
は
ず
だ
。
だ
か
ら
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス

タ
ン
ス
」
を
強
い
ら
れ
て
は
、
音
楽
は
商
売
あ
が
っ
た
り
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
に
が
ん
ば
っ
て

み
て
も
距
離
が
縮
ま
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
存
在
し
て
い
る
意
味
自
体
が
な
く
な
る
。
例
え
ば
シ
ー
ル
ド
で
ス

テ
ー
ジ
と
客
席
を
仕
切
っ
て
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
を
再
開
し
た
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
最
初
は
久
方
ぶ
り
の
生
の
音
楽

と
い
う
こ
と
で
感
慨
も
ひ
と
し
お
だ
ろ
う
が
、
や
が
て
１

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
な
乖か

い
り離

感
が
生
じ
な
い
だ

ろ
う
か
。
い
わ
ば
集
わ
な
い
／
集
え
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
集
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な

妙
な
感
覚
で
あ
る
（
周
知
の
よ
う
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
と
は
感
染
防
止
の
た
め
の
新
し
い
生
活
様

式
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
飲
食
店
な
ど
い
た
る
と
こ
ろ
で
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
た
め
に
…
…

を
お
願
い
し
ま
す
」
と
い
っ
た
貼
り
紙
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）。

　

こ
れ
が
文
学
の
場
合
な
ら
、
一
人
で
誰
と
も
会
わ
ず
読
む
の
が
常
態
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
非
常
時
に
と

て
も
向
い
た
形
式
だ
と
い
え
る
。
ま
た
美
術
も
音
楽
に
比
べ
れ
ば
「
孤
独
な
鑑
賞
」
の
側
面
が
強
い
。
一
枚
の

絵
を
前
に
何
千
人
も
の
人
が
群
が
っ
て
、
抱
き
合
っ
て
熱
狂
し
て
い
る
光
景
な
ど
想
像
も
つ
か
な
い
。
そ
れ
に

た
と
え
美
術
館
が
閉
鎖
に
な
っ
た
と
し
て
も
、「
絵
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
起
き
な
い
。

絵
は
モ
ノ
だ
か
ら
、
盗
難
に
で
も
あ
っ
て
い
な
い
限
り
、（
お
そ
ら
く
）ち
ゃ
ん
と
そ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
音
楽

は
違
う
。
そ
れ
は
モ
ノ
で
は
な
く
、
空
気
振
動
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
共
有
す
る
芸
術
形
式
だ
。
し
た
が
っ
て
人

と
人
と
が
空
気
を
共
有
し
な
く
な
っ
た
ら
存
在
し
な
い
も
同
然
に
な
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
複
数
の
人
が
空
気

振
動
を
同
時
に
共
有
す
る
か
ら
こ
そ
、
音
楽
だ
け
が
も
つ
あ
の
興
奮
と
熱
狂
と
一
体
感
は
生
ま
れ
て
く
る
。

　

今
わ
た
し
は
「
人
と
人
と
が
空
気
を
共
有
し
な
く
な
っ
た
ら
音
楽
は
存
在
し
な
い
も
同
然
」
と
書
い
た
。
い
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ぶ
か
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。「
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
自
粛
期
間
中
も
一
人
自
宅
で

音
楽
を
熱
心
に
聴
い
て
い
た
よ
？
」
と
。
２

議
論
の
錯さ

く
そ
う綜

を
避
け
る
た
め
に
敢
え
て
言
お
う
。
音
楽
に
は
ま
っ

た
く
性
格
が
違
う
二
種
類
の
「
音
楽
」
が
あ
る
の
だ
。
ラ
イ
ブ
音
楽
と
メ
デ
ィ
ア
音
楽
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
た

し
が
「
音
楽
が
消
え
た
」
と
い
う
と
き
に
指
し
て
い
る
の
は
前
者
で
あ
り
、「
自
粛
期
間
中
も
ず
っ
と
音
楽
を
聴

い
て
癒
や
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
人
が
指
し
て
い
る
の
は
後
者
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
な
お
異
論
は
あ
り
う
る
。「
コ
ロ
ナ
と
い
わ
ず
す
で
に
か
な
り
前
か
ら
、
も
う
ほ
と
ん
ど
の
人
は

電
気
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
た
音
楽
し
か
聴
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
ラ
イ
ブ
の
音
楽
を
わ
ざ
わ
ざ
聴
き

に
行
く
人
な
ど
ご
く
少
数
の
マ
ニ
ア
だ
け
だ
ろ
う
？　
「
音
楽
」
と
は
今
や
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
聴
く
も
の
に

な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ラ
イ
ブ
が
な
く
な
ろ
う
が
た
い
し
た
変
化
は
な
い
し
、
３

そ
ん
な
こ
と
を
惜
し
む
の

は
た
だ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
じ
ゃ
な
い
か
？
」
と
い
っ
た
反
論
だ
。
も
ち
ろ
ん
わ
た
し
は
「
ラ
イ
ブ
こ
そ
が
本
来

の
／
本
物
の
音
楽
な
の
だ
！
」
な
ど
と
反
動
的
な
主
張
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ラ
イ
ブ
音
楽
と
メ
デ
ィ

ア
音
楽
を
「
ま
っ
た
く
別
も
の
」
と
考
え
る
こ
と
で
初
め
て
見
え
る
こ
と
も
あ
る
と
い
い
た
い
だ
け
だ
。
例
え

ば
こ
の
と
こ
ろ
よ
く
「
ネ
ッ
ト
飲
み
会
」
や
「
ネ
ッ
ト
帰
省
」
と
い
っ
た
こ
と
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し

か
し
本
当
に
問
う
べ
き
は
、
ネ
ッ
ト
で
故
郷
の
家
族
や
親
戚
と
話
し
た
と
し
て
、
そ
れ
は
果
た
し
て
「
帰
省
」

な
の
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。「
ネ
ッ
ト
で
も
簡
単
に
…
…
で
き
ち
ゃ
う
」と
い
う
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
を
無

反
省
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
危
う
い
。
安
直
に
「
ネ
ッ
ト
帰
省
」
な
ど
と
口
に
す
る
と
、
そ
の
瞬
間
か
ら
「
実

際
は
帰
省
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
が
目
に
入
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
故
郷
に
自
ら
足
を
運
ば
な

い
こ
と
で
決
定
的
に
失
わ
れ
る
何
か
を
見
逃
し
て
し
ま
う
。

　
４

音
楽
に
お
い
て
も
問
題
の
所
在
は
同
じ
だ
。
例
え
ば
あ
る
歌
手
の
歌
声
と
い
う
「
コ
ン
テ
ン
ツ
」
を
聴
者

の
耳
元
に
確
実
に
送
り
届
け
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
、
手
段
が
何
で
も
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
？　

音
楽

と
は
そ
の
場
で
ス
テ
ー
ジ
と
客
席
が
一
緒
に
な
っ
て
作
り
上
げ
る
何
か
で
は
な
く
て
、
通
販
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
？　

情
報
伝
達
の
利
便
性
だ
け
が
選
択
基
準
に
な
っ
て
い
い
か
？　

何
度
も
い
う
が
、

わ
た
し
は
録
音
音
楽
を
決
し
て
否
定
は
し
な
い
。
そ
も
そ
も
録
音
資
料
が
な
け
れ
ば
わ
た
し
の
よ
う
な
職
業
は

今
や
成
り
立
た
な
い
。
た
だ
、
ラ
イ
ブ
音
楽
と
メ
デ
ィ
ア
音
楽
を
「
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
」
と
区
別
す
る

こ
と
が
、
状
況
認
識
に
と
っ
て
有
効
な
局
面
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
注
意
を
向
け
た
い
の
で
あ
る
。

　

三
輪
眞
弘
は
メ
デ
ィ
ア
と
音
楽
の
か
か
わ
り
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
問
い
直
す
作
品
を
発
表
し
続
け
て
き
た
作
曲

家
で
あ
る
が
、
彼
は
「
録
音
さ
れ
た
音
楽
」
と
「
生
の
音
楽
」
と
は
根
本
的
に
別
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
「
音

楽
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
べ
く
、「
録
楽
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
た
（
フ
ォ
ル
マ
ン
ト
兄
弟

〈
三
輪
眞
弘
＋
佐
近
田
展
康
〉『
フ
レ
デ
ィ
の
墓
／
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
「
デ
ジ
タ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
に

お
け
る
６
つ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
』と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
ネ
ッ
ト
で
読
め
る
）。
三
輪
に
よ
れ
ば
音
楽
と
は
本

来
、
今
そ
こ
に
人
間
が
い
て
、
今
そ
の
場
で
聴
か
れ
る
も
の
以
外
で
は
あ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
り
、
複
製
技

術
に
よ
っ
て
不
在
の
人
間
が
奏
で
る
何
か
は
録
楽
で
は
あ
っ
て
も
音
楽
で
は
な
い
。
三
輪
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
映

画
が
演
劇
で
な
い
の
に
等
し
い
。
こ
れ
を
わ
た
し
な
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
生
の
芝
居
に
対
す
る
映
画
が
一
種
の

幻
灯
で
あ
る
と
す
る
と
、
生
の
音
楽
に
対
す
る
録
楽
は
幻
聴
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し

た
ち
は
コ
ン
サ
ー
ト
や
ラ
イ
ブ
が
自
粛
さ
れ
て
い
た
間
ず
っ
と
、
５

音
楽
の
幻
聴
を
聴
い
て
い
た
だ
け
な
の
か

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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ラ
イ
ブ
音
楽
と
メ
デ
ィ
ア
音
楽
の
違
い
が
見
え
に
く
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
メ
デ
ィ
ア
音
楽

を
聴
い
て
「
音
楽
ら
し
き
も
の
が
そ
こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
だ
か
ら
、
き
っ
と
そ
こ
に
人
が
い
る
（
い
た
）

は
ず
だ
」
と
思
っ
て
し
ま
う
、
わ
た
し
た
ち
の
素
朴
な
反
射
反
応
だ
。
映
画
を
見
て
、
つ
い
芝
居
と
同
じ
よ
う

に
、
そ
こ
に
人
は
確
か
に
い
る
と
感
情
移
入
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
長
篇
小
説
『
魔
の

山
』（
一
九
二
四
年
）
の
終
わ
り
の
ほ
う
に
「
楽
音
の
泉
」
と
い
う
面
白
い
章
が
あ
る
。
そ
れ
は
主
人
公
が
生
ま

れ
て
初
め
て
蓄
音
機
と
い
う
も
の
を
目
に
す
る
場
面
で
、
彼
の
目
に
蓄
音
機
が
棺
桶
の
よ
う
に
映
る
と
い
う
く

だ
り
が
出
て
く
る
。
つ
ま
り
主
人
公
は
「
そ
の
箱
か
ら
音
が
聞
こ
え
て
く
る
の
だ
か
ら
、
き
っ
と
中
に
は
誰
か

（
あ
る
い
は
過
去
に
そ
れ
を
歌
い
録
音
し
た
歌
手
の
亡
霊
）が
入
っ
て
い
て
、
そ
の
彼
が
歌
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
」
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
だ
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
た
と
え
そ
れ
が
亡
霊
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
確

か
に
こ
れ
は
録
楽
で
は
な
く
音
楽
だ
。

　

人
の
名
前
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、
た
と
え
百
年
前
の
ノ
イ
ズ
だ
ら
け
の
録
音
で
あ
れ
、
ほ
と
ん
ど

原
形
を
と
ど
め
な
い
ま
で
に
加
工
さ
れ
た
最
新
録
音
で
あ
れ
、
そ
こ
に
演
奏
者
の
名
前
が
貼
り
つ
け
ら
れ
て
い

る
だ
け
で
、
６

わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
い
わ
ば
真
に
受
け
る
。『
魔
の
山
』
の
主
人
公
に
似
て
、
聞
こ
え
て
く
る

音
の
向
こ
う
で
は
実
在
の
サ
ラ
サ
ー
テ
が
、
マ
リ
ア
・
カ
ラ
ス
が
、
マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
、
星
野
源
が

そ
れ
を
奏
で
た
り
歌
っ
た
り
し
て
い
る（
い
た
）と
素
朴
に
思
い
な
す
。
実
際
は
録
音
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
ま
っ

た
く
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
に
変
形
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
そ
し
て
わ

た
し
た
ち
は
脳
内
変
換
に
よ
っ
て
、
Ｐ
Ｃ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
彼
方
の
バ
ー
チ
ャ
ル
な
演
奏
現
場
へ
と
自
分
を

ワ
ー
プ
さ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
蓄
音
機
や
Ｃ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー
や
ス
マ
ホ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
録
楽
も
ラ
イ

ブ
と
変
わ
ら
な
い
「
音
楽
」
と
し
て
聴
き
な
し
、
そ
こ
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
感
情
移
入
す
る
の
で
あ
る
。

　

わ
た
し
に
し
て
も
例
え
ば
伝
説
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
、
ウ
ラ
デ
ィ
ミ
ー
ル
・
ホ
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
十
二
年
ぶ
り
に
舞

台
復
帰
し
た
一
九
六
五
年
の
い
わ
ゆ
る
「
ヒ
ス
ト
リ
ッ
ク
・
リ
タ
ー
ン
」
の
ラ
イ
ブ
録
音
を
、
長
い
間
「
本
気

で
」
信
じ
て
き
た
。「
こ
れ
は
一
九
六
五
年
五
月
九
日
の
カ
ー
ネ
ギ
ー
ホ
ー
ル
で
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
な
の
だ
」

と
熱
狂
し
て
き
た
。
し
か
し
近
年
に
な
っ
て
、
従
来
の
録
音
は
大
幅
な
修
正
版
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、

今
度
は
「
本
物
の
」
ヒ
ス
ト
リ
ッ
ク
・
リ
タ
ー
ン
の
ラ
イ
ブ
録
音
が
出
た
。
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
伝
説
的

な
バ
イ
ロ
イ
ト
で
の
《
第
九
》
ラ
イ
ブ
も
、
同
じ
よ
う
に
近
年
に
な
っ
て
「
修
正
な
し
」
の
ラ
イ
ブ
録
音
が
発

売
さ
れ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
録
楽
と
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
電
気
が
作
り
出
す

Ｘ

の
可
能
性
を
排
除
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

【
中
略
】

　

と
こ
ろ
で
右
に
わ
た
し
は
「
美
術
や
文
学
は
音
楽
と
違
っ
て
孤
独
な
鑑
賞
に
向
い
て
い
る
」
と
書
い
た
。
そ

し
て
こ
の
点
で
も
ま
た
録
楽
は
、
美
術
に
と
て
も
近
い
。
誰
も
押
し
合
い
へ
し
合
い
し
て
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
を
見

た
く
な
い
だ
ろ
う
し
、
例
え
ば
訪
れ
る
者
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
な
い
メ
ッ
シ
ー
ナ
（
シ
チ
リ
ア
）
の
古
い
美
術
館

で
、
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
晩
年
の
絵
を
時
を
忘
れ
て
見
る
の
は
至
福
の
経
験
で
あ
ろ
う
。
録
楽
に
も
本
質
的
に
そ

う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
例
え
ば
グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
が
コ
ン
サ
ー
ト
活
動
を
停
止
し
て
、
録
音
に
専
念
す

る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
も
こ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
と
想
像
す
る
。
あ
る
い
は
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
イ
ー
ノ
の
環
境
音

楽
（
テ
ー
プ
操
作
だ
け
で
作
っ
た
電
子
音
楽
が
多
い
）
を
大
ホ
ー
ル
で
何
千
人
の
聴
衆
と
と
も
に
聴
い
て
、
拍

手
喝
采
を
送
る
と
い
っ
た
光
景
を
想
像
す
る
の
も
難
し
い
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
も
の
は
や
は
り
一
人
自
室
で
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ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
を
つ
け
て
聴
き
た
い
。
７

音
楽
は
距
離
を
と
ら
な
い
芸
術
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
録
楽
や
ア
ー

ト
や
文
学
は
距
離
を
求
め
る
芸
術
な
の
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
人
間
心
理
に
は
「
集
ま
り
た
い
」
衝
動
と
「
一
人
に
な
り
た
い
」
衝
動
と
が
混
在
し
て
い
る
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
に
は
ど
ち
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
も
必
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ラ
イ
ブ
の
音
楽
は
こ
れ
ま
で
、
観
戦
ス

ポ
ー
ツ
な
ど
と
並
び
、
前
者
の
欲
求
の
た
め
の
絶
対
の
牙
城
と
し
て
ゆ
る
ぎ
な
い
地
位
を
保
っ
て
き
た
わ
け
だ
。

し
か
し
ま
た
、
人
を
目
い
っ
ぱ
い
集
め
な
い
こ
と
に
は
「
商
売
に
な
ら
な
い
」
が
故
に
、「
人
を
集
め
る
」
ジ
ャ

ン
ル
は「
一
人
で
か
ま
わ
な
い
」ジ
ャ
ン
ル
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ダ
メ
ー
ジ
を
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
被
っ

た
。
そ
し
て
今
問
う
べ
き
は
、
条
件
つ
き
で
は
あ
っ
て
も
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
を
再
開
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

た
と
き
、
元
通
り
の
形
で
「
人
を
た
く
さ
ん
集
め
て
」
生
の
音
楽
を
す
る
こ
と
は
再
び
可
能
に
な
る
か
、
そ
し

て
果
た
し
て
人
は
録
楽
だ
け
で
は
物
足
り
ず
、
音
楽
を
強
く
求
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
。

（
岡
田
暁
生
『
音
楽
の
危
機　
《
第
九
》
が
歌
え
な
く
な
っ
た
日
』
に
よ
る
）

問
一　

傍
線
部
１
「
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
な
乖
離
感
」
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　

こ
れ
ま
で
し
て
き
た
こ
と
の
重
要
性
を
再
認
識
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
す
べ
き
こ
と
の
重
要
性

を
思
い
知
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

こ
れ
ま
で
の
問
題
点
を
解
消
す
る
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
は
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
こ
と
を
す
べ
き

だ
と
思
い
知
っ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
は
戻
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
通
り
を
求

め
て
い
る
こ
と
を
思
い
知
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

こ
れ
ま
で
通
り
に
や
っ
て
み
た
も
の
の
、
も
は
や
今
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
と
を
思
い
知
っ
た
と
い
う
こ
と
。

オ　

こ
れ
ま
で
通
り
の
形
式
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
こ
と
で
、
か
え
っ
て
難
し
さ
が
増
し
、
元
の
形
式
に

近
づ
け
な
く
な
っ
た
こ
と
を
思
い
知
っ
た
と
い
う
こ
と
。

問
二　

傍
線
部
２
「
議
論
の
錯
綜
を
避
け
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
そ
う
す
る
必
要
が
あ
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　

自
粛
期
間
中
の
音
楽
で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
興
奮
と
一
体
感
を
得
る
た
め
に
は
、
生
の
音
楽
が
必

要
で
あ
り
、
音
楽
の
聴
き
方
に
は
二
種
類
あ
る
と
捉
え
た
方
が
混
乱
し
な
い
か
ら
。

イ　

コ
ロ
ナ
禍
で
音
楽
の
聴
き
方
が
以
前
と
比
べ
て
変
化
し
、
音
楽
の
聴
き
方
に
は
二
種
類
あ
る
と
考

え
な
い
と
、
論
点
が
定
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

ウ　

筆
者
が
考
え
る
音
楽
と
、
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
音
楽
で
は
違
い
が
あ
る
た
め
、
音
楽
の
聴
き

方
に
は
二
種
類
あ
る
と
定
義
し
た
方
が
思
考
の
ず
れ
が
少
な
く
て
済
む
か
ら
。

エ　

生
の
音
楽
が
必
要
だ
と
考
え
る
人
に
と
っ
て
は
、
音
楽
の
聴
き
方
に
は
二
種
類
あ
る
と
考
え
た
方

が
音
楽
の
良
さ
を
伝
え
や
す
い
か
ら
。

オ　

時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て
、
音
楽
の
聴
き
方
に
は
二
種
類
あ
る
と
考
え
て
お
い
た
方
が
音
楽
の
本

質
を
正
し
く
捉
え
ら
れ
る
か
ら
。
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問
三　

傍
線
部
３
「
そ
ん
な
こ
と
を
惜
し
む
の
は
た
だ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
じ
ゃ
な
い
か
？
」
と
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
反
論
の
内
容
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

自
粛
期
間
中
に
ラ
イ
ブ
音
楽
を
楽
し
め
た
の
は
熱
心
な
音
楽
好
き
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以

前
か
ら
ラ
イ
ブ
音
楽
を
楽
し
む
層
は
減
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
。

イ　

今
や
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
音
楽
を
聴
く
こ
と
が
主
流
と
な
っ
て
お
り
、
ラ
イ
ブ
音
楽
を
必
要
と
す

る
こ
と
は
過
去
の
形
態
を
懐
か
し
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
。

ウ　

現
在
流
行
し
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
音
楽
の
盛
り
上
が
り
よ
り
も
、
昔
か
ら
あ
る
ラ
イ
ブ
音
楽
の
方
が

人
々
を
魅
了
し
熱
狂
さ
せ
て
い
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
。

エ　

ラ
イ
ブ
音
楽
と
比
べ
て
メ
デ
ィ
ア
音
楽
の
方
が
大
勢
の
人
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
り
、
現
在
の
社
会
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
。

オ　

従
来
の
ラ
イ
ブ
音
楽
で
な
く
て
も
音
楽
の
良
さ
は
変
わ
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
メ
デ
ィ
ア
音
楽
を
受

け
入
れ
な
い
の
は
恐
怖
心
が
主
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

問
四　

傍
線
部
４
「
音
楽
に
お
い
て
も
問
題
の
所
在
は
同
じ
だ
。」と
あ
り
ま
す
が
、
音
楽
に
お
い
て
は
ど
の
よ

う
な
点
で
問
題
だ
と
言
え
ま
す
か
。
七
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
５
「
音
楽
の
幻
聴
」
と
あ
り
ま
す
が
、
次
の
ア
～
カ
の
中
か
ら
「
音
楽
の
幻
聴
」
と
言
え
る
も

の
を
す
べ
て
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

泣
い
て
い
る
赤
ち
ゃ
ん
が
よ
く
眠
れ
る
よ
う
に
、
母
親
が
歌
っ
て
き
か
せ
る
子
守
唄
。

イ　

リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
た
め
に
、
部
屋
で
か
け
た
Ｂ
Ｇ
Ｍ
の
ジ
ャ
ズ
の
メ
ロ
デ
ィ
。

ウ　

昨
日
行
っ
た
コ
ン
サ
ー
ト
の
音
楽
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
急
い
で
購
入
し
た
Ｃ
Ｄ
か
ら
流
れ
る
音
。

エ　

自
転
車
に
乗
り
な
が
ら
つ
い
口
ず
さ
ん
で
し
ま
う
、
お
気
に
入
り
の
曲
。

オ　

映
画
の
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
で
流
れ
る
、
好
き
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
歌
。

カ　

人
気
曲
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
な
が
ら
、
机
を
ド
ラ
ム
に
見
た
て
て
叩
い
た
と
き
の
音
。
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問
六　

傍
線
部
６
「
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
い
わ
ば
真
に
受
け
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
真
に
受
け
る
」
と
は
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　

有
名
な
演
奏
者
が
実
際
に
演
奏
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
演
奏
者
の
名
前
を
見
た
だ
け
で
感
情
移

入
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

自
分
が
聴
い
て
い
る
音
楽
が
、
有
名
な
演
奏
者
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
た
も
の
だ
と
わ
か
る
と
、
実

際
の
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
に
い
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

ウ　

録
音
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
音
楽
を
聴
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
ラ
イ
ブ
音
楽
を
聴
い
て
い
る
時

と
同
じ
よ
う
な
感
動
を
得
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

エ　

同
じ
録
楽
で
あ
っ
て
も
ス
タ
ジ
オ
で
録
音
し
た
音
楽
と
比
べ
、
ラ
イ
ブ
を
そ
の
ま
ま
録
音
し
た
音

楽
は
、
熱
狂
に
値
す
る
音
楽
で
あ
る
と
捉
え
て
満
足
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

オ　

録
音
さ
れ
た
音
楽
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
ラ
イ
ブ
音
楽
の
視
聴
経
験
か
ら
、
実
際
に
そ
の
場

で
聴
い
て
い
る
音
を
想
像
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

問
七　

空
欄

Ｘ

に
あ
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

概
念　
　

イ　

真
実　
　

ウ　

理
想　
　

エ　

虚
構　
　

オ　

解
釈

問
八　

傍
線
部
７
「
音
楽
は
距
離
を
と
ら
な
い
芸
術
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
録
楽
や
ア
ー
ト
や
文
学
は
距
離
を

求
め
る
芸
術
な
の
だ
」
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　

音
楽
は
目
の
前
の
人
に
向
け
て
演
奏
す
る
芸
術
だ
が
、
録
楽
や
ア
ー
ト
や
文
学
は
複
製
技
術
に

よ
っ
て
個
人
で
楽
し
む
こ
と
を
前
提
と
し
た
芸
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

音
楽
は
情
報
伝
達
の
利
便
性
は
後
回
し
に
し
た
芸
術
だ
が
、
録
楽
や
ア
ー
ト
や
文
学
は
い
か
に
正

確
に
情
報
を
伝
え
る
か
を
考
え
た
芸
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

音
楽
は
距
離
が
あ
る
人
同
士
を
近
づ
け
る
た
め
に
で
き
た
芸
術
だ
が
、
録
楽
や
ア
ー
ト
や
文
学
は

距
離
が
な
い
人
同
士
を
遠
ざ
け
る
た
め
に
で
き
た
芸
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

音
楽
は
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
を
受
け
入
れ
て
共
存
す
る
芸
術
で
あ
る
が
、
録
楽
や
ア
ー
ト
や
文

学
は
従
来
の
あ
り
方
を
保
持
し
続
け
る
芸
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

オ　

音
楽
は
誰
か
と
一
緒
に
楽
し
む
た
め
に
存
在
す
る
芸
術
で
あ
る
が
、
録
楽
や
ア
ー
ト
や
文
学
は
誰

か
に
楽
し
み
を
伝
え
る
た
め
の
芸
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
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問
九　

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

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

ラ
イ
ブ
音
楽
が
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
メ
デ
ィ
ア
音
楽
に
移
行
し
た
こ
と
で
、
機
械
を
通
し
た
音

楽
が
新
た
な
音
楽
と
い
う
位
置
づ
け
と
な
っ
た
。

イ　

美
術
や
文
学
や
音
楽
は
個
人
で
鑑
賞
す
る
方
法
が
主
流
と
な
っ
た
た
め
、
感
情
移
入
す
る
た
め
の

場
の
共
有
が
必
要
で
あ
る
。

ウ　

録
楽
は
い
つ
で
も
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
ラ
イ
ブ
音
楽
よ
り
も
質
の
高
い
音
楽
を
常
に

届
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

エ　

録
楽
が
増
え
つ
つ
あ
る
現
在
に
お
い
て
も
、
人
と
人
と
が
時
間
と
場
所
を
共
有
し
て
音
楽
を
聴
く

こ
と
に
意
味
が
あ
る
。

オ　

ラ
イ
ブ
音
楽
と
録
楽
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
録
楽
を
「
本
当
の
音
楽
」
と
し
て
捉
え
る

か
ど
う
か
は
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
い
。

三　	

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　

大
学
生
の
莉り

え絵
は
、
同
じ
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
む
文ふ
み
こ子

に
頼
ま
れ
て
、
十
四
歳
の
耕こ
う
た太

の
面
倒
を
み
る
こ
と

と
な
っ
た
。
耕
太
は
母
親
を
亡
く
し
父
親
に
失
踪
さ
れ
て
、
親
戚
の
家
を
た
ら
い
ま
わ
し
に
さ
れ
、
学
校
に

も
満
足
に
通
え
ず
に
過
ご
し
て
き
た
が
、
莉
絵
と
の
共
同
生
活
に
も
次
第
に
慣
れ
始
め
て
い
た
。
あ
る
夜
、

耕
太
が
描
い
た
ジ
ャ
ニ
ス
（
莉
絵
が
幼
い
こ
ろ
か
ら
大
切
に
し
て
い
た
猫
の
ぬ
い
ぐ
る
み
）
の
絵
を
見
た
莉

絵
は
、
実
家
に
置
い
て
き
た
そ
の
ぬ
い
ぐ
る
み
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
淋
し
く
な
り
、
涙
が
止
ま
ら
な
く

な
っ
た
。

　

夜
歩
く
本
物
の
猫
み
た
い
に
気
配
を
消
し
て
、
耕
太
が
私
の
隣
り
に
並
ん
だ
。
自
分
の
タ
オ
ル
で
、
黙
っ
た

ま
ま
私
の
涙
を
拭
っ
て
く
れ
る
。
ジ
ャ
ニ
ス
み
た
い
、
と
思
っ
た
ら
ま
た
涙
が
流
れ
て
、
私
は
観
念
し
て
彼
の

肩
に
頭
を
載
せ
て
す
す
り
泣
い
た
。
誰
か
に
凭も

た

れ
て
泣
く
と
息
が
苦
し
く
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た

な
。
ず
い
ぶ
ん
前
だ
と
思
う
け
ど
。

　

丸
め
た
タ
オ
ル
で
私
の
頰
を
押
さ
え
な
が
ら
、
耕
太
は
時
々
私
の
肩
を
撫な

で
て
く
れ
た
。
大
き
く
て
、
指
が

長
く
て
、
肉
の
薄
い
大
人
び
た
手
は
天
使
の
羽
み
た
い
だ
っ
た
。
こ
の
子
が
本
当
の
天
使
で
も
、
驚
か
な
い
な
。

さ
っ
き
も
そ
ん
な
顔
つ
き
を
し
た
し
。
そ
う
言
え
ば
天
使
の
仕
事
っ
て
何
だ
ろ
う
。
神
様
の
お
手
伝
い
？　

万

能
の
神
様
に
、
お
手
伝
い
な
ん
て
必
要
な
の
か
し
ら
。

「
ジ
ャ
ニ
ス
、
つ
れ
て
く
る
？
」

　

頭
の
上
で
厳お

ご
そか

な
声
が
し
て
、
１

本
当
に
天
使
が
舞
い
降
り
て
き
た
の
か
と
思
っ
た
。

「
ぼ
く
が
む
か
え
に
行
っ
て
あ
げ
る
よ
」

　

耕
太
は
タ
オ
ル
で
私
の
頰
を
ぽ
ん
ぽ
ん
と
叩
い
て
、
さ
ら
に
指
で
涙
が
残
っ
て
い
な
い
か
確
か
め
た
。
彼
が

積
極
的
に
私
に
触
れ
た
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
申
し
出
に
私
は
驚
か
さ
れ
た
。

「
迎
え
に
行
く
っ
て
…
…
」
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「
電
車
と
み
ち
を
お
し
え
て
く
れ
た
ら
、
行
け
る
と
思
う
。
お
つ
か
い
は
、
よ
く
行
く
か
ら
」

「
静
岡
よ
？　

普
通
の
電
車
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
新
幹
線
も
乗
る
の
よ
。
乗
り
換
え
も
あ
る
し
」

　

私
は
、
何
を
真
剣
に
応
対
し
て
る
ん
だ
ろ
う
。
こ
の
子
を
一
人
で
実
家
ま
で
な
ん
て
、
行
か
せ
ら
れ
る
わ
け

な
い
の
に
。

　

そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
私
は
、
彼
の
気
遣
い
が
嬉
し
か
っ
た
の
だ
。
い
ま
ま
で
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
く
れ

る
男
な
ん
て
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
私
が
男
の
前
で
泣
い
た
こ
と
が
な
い
っ
て
い
う
の
も
あ
っ
た
け
ど
、

た
と
え
ば
私
が
怒
っ
た
り
し
て
も
、
解
決
策
を
出
し
て
く
る
男
は
い
な
く
て
、
た
い
て
い
は
私
の
剣
幕
に
恐
れ

を
な
し
て
ひ
た
す
ら
謝
る
か
、
Ａ

手
に
負
え
な
い
と
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
か
の
ど
ち
ら
か
だ
っ
た
。

　

で
も
こ
の
子
は
、
ど
う
す
れ
ば
私
が
泣
き
や
む
か
を
真
剣
に
考
え
て
く
れ
た
ん
だ
。
そ
し
て
静
岡
ま
で
、

行
っ
て
く
れ
る
つ
も
り
な
ん
だ
。

「
あ
り
が
と
。
で
も
大
丈
夫
」

「
ジ
ャ
ニ
ス
に
、
会
い
た
く
な
い
の
？
」

「
宅
配
便
で
送
っ
て
も
ら
う
。
時
間
指
定
も
出
来
る
し
」

　

途
端
に
耕
太
は
激
し
く
首
を
振
っ
た
。

「
だ
め
だ
よ
莉
絵
ち
ゃ
ん
。
動
物
を
は
こ
に
入
れ
る
の
は
、
死
ん
じ
ゃ
っ
た
と
き
だ
け
だ
よ
」

　

耕
太
が
飼
っ
て
い
た
ウ
サ
ギ
を
箱
に
入
れ
て
埋
め
た
話
が
思
い
出
さ
れ
た
。
私
は
自
然
に
微
笑
み
、
や
っ
ぱ

り
こ
の
子
に
助
け
ら
れ
た
ん
だ
っ
て
実
感
し
た
。

「
透
明
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
送
っ
て
も
ら
う
か
ら
。
そ
し
た
ら
外
が
見
え
て
、
ジ
ャ
ニ
ス
も
淋
し
く
な
い

で
し
ょ
」

「
ち
が
う
。
か
も
つ
列
車
で
こ
わ
い
気
持
ち
に
な
る
よ
。
ま
わ
り
が
み
ん
な
は
こ
で
、
こ
こ
ろ
ぼ
そ
く
な
る
」

　

こ
の
子
、
繊
細
な
ん
だ
。
こ
ん
な
こ
と
を
喋し

ゃ
べ

っ
て
る
時
は
、
絵
の
イ
メ
ー
ジ
と
合
っ
て
る
。
だ
っ
て
普
通

の
中
学
生
な
ら
、
ぬ
い
ぐ
る
み
を
荷
物
扱
い
し
た
っ
て
何
と
も
思
わ
な
い
も
の
。
私
は
、
耕
太
の
頭
を
撫
で
た
。

「
心
配
し
て
く
れ
て
、
あ
り
が
と
ね
。
で
も
こ
こ
か
ら
う
ち
は
、
あ
ん
た
一
人
で
行
く
に
は
遠
い
か
ら
、
や
っ

ぱ
り
送
っ
て
も
ら
う
。
袋
に
入
れ
る
前
に
、
お
母
さ
ん
に
魔
法
か
け
て
も
ら
う
か
ら
、
ジ
ャ
ニ
ス
は
淋
し
く
な

ら
な
い
の
よ
」

「
ま
ほ
う
？　

さ
び
し
く
な
ら
な
い
ま
ほ
う
が
あ
る
の
？
」

　

耕
太
の
す
が
る
よ
う
な
顔
に
、
２

私
の
胸
の
奥
が
き
ゅ
っ
と
締
め
つ
け
ら
れ
た
。
そ
う
だ
よ
ね
。
そ
ん
な
魔

法
が
あ
る
な
ら
、
あ
ん
た
に
か
け
て
あ
げ
ら
れ
る
の
に
。

「
ジ
ャ
ニ
ス
は
首
に
リ
ボ
ン
し
て
る
の
。
そ
の
リ
ボ
ン
を
ほ
ど
く
と
、
眠
っ
ち
ゃ
う
の
。
ま
た
リ
ボ
ン
を
結
ん

で
あ
げ
る
ま
で
、
絶
対
起
き
な
い
の
よ
」

「
本
当
？
」

「
ジ
ャ
ニ
ス
が
う
ち
に
来
た
時
、
あ
ん
ま
り
可
愛
い
か
ら
、
私
が
大
事
に
し
て
た
リ
ボ
ン
結
ん
で
あ
げ
た
の
。

そ
し
た
ら
『
お
姉
ち
ゃ
ん
あ
り
が
と
う
』っ
て
言
っ
た
ん
だ
か
ら
。
お
母
さ
ん
が
ね
『
ぬ
い
ぐ
る
み
た
ち
は
リ
ボ

ン
を
し
て
も
ら
っ
て
初
め
て
目
が
醒さ

め
る
の
よ
。
そ
れ
ま
で
は
記
憶
が
な
い
の
』っ
て
教
え
て
く
れ
た
」

「
ジ
ャ
ニ
ス
、
と
ち
ゅ
う
で
起
き
た
り
、
し
な
い
？
」

「
し
な
い
」

　

私
は
ち
ょ
っ
と
だ
け
、
笑
い
声
を
漏
ら
し
た
。
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「
リ
ボ
ン
も
入
れ
て
お
い
て
も
ら
う
か
ら
。
こ
こ
に
着
い
た
ら
結
ん
で
あ
げ
れ
ば
い
い
で
し
ょ
。
一
番
に
、
あ

ん
た
に
紹
介
す
る
」

「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
か
な
」

　

耕
太
は
顔
を
俯う

つ
む

け
て
迷
っ
て
い
る
。
ま
る
で
難
し
い
数
式
を
前
に
考
え
こ
ん
で
い
る
数
学
者
み
た
い
だ
。

と
て
も
ぬ
い
ぐ
る
み
の
心
配
を
し
て
る
な
ん
て
思
え
な
い
。

「
大
丈
夫
。
ジ
ャ
ニ
ス
は
私
の
妹
な
ん
だ
よ
。
す
ご
く
、
強
い
ん
だ
か
ら
」

「
そ
う
か
…
…
そ
う
だ
ね
」

　

耕
太
が
あ
っ
さ
り
納
得
し
た
の
に
は
少
し
Ｂ

癪
に
障
っ
た
け
ど
、
私
は
思
い
つ
い
て
訊
い
た
。

「
あ
ん
た
最
近
、
自
分
の
絵
が
前
と
違
う
ふ
う
に
な
っ
た
の
気
が
つ
い
て
る
？
」

　
３

耕
太
は
私
か
ら
目
を
逸
ら
せ
て
、
曖
昧
に
う
な
ず
い
た
。
顔
を
壁
に
向
け
て
、
ち
ら
ち
ら
と
私
を
窺
う
。

「
わ
け
が
あ
る
ん
だ
っ
た
ら
、
私
に
説
明
し
て
く
れ
る
こ
と
は
、
出
来
そ
う
？　

も
し
も
嫌
な
ら
い
い
け
ど
、

私
も
気
に
な
る
か
ら
」

　

耕
太
は
黙
っ
て
う
な
ず
き
、
ず
い
ぶ
ん
長
い
時
間
考
え
こ
ん
で
い
た
。
唇
に
拳
を
押
し
当
て
、
首
を
傾
げ
た

り
溜
息
を
つ
い
た
り
し
て
い
る
。
無
理
な
ら
い
い
け
ど
、
と
言
い
た
い
の
を
我
慢
し
て
い
る
と
、
耕
太
は
大
き

く
息
を
吐
い
て
顔
を
上
げ
た
。

「
あ
の
ね
、
ぼ
く
は
い
ま
ま
で
こ
わ
か
っ
た
。
さ
い
し
ょ
に
す
ん
で
た
家
か
ら
出
て
、
い
ろ
ん
な
家
で
く
ら
し

た
。
ど
こ
に
行
っ
て
も『
な
ん
だ
っ
て
う
ち
が
こ
の
子
の
め
ん
ど
う
を
見
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
ん
だ
よ
』っ
て
言

わ
れ
た
。『
何
の
か
ん
け
い
も
な
い
ん
だ
よ
』
と
か
『
お
い
て
や
る
だ
け
あ
り
が
た
い
と
思
い
な
』
と
か
。
だ
っ

て
ぼ
く
は
不
幸
の
た
ね
だ
か
ら
。
だ
か
ら
絵
を
か
く
時
に
は
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
い
い
な
っ
て
思
い
な

が
ら
か
い
て
た
。
き
っ
と
ど
こ
か
に
、
み
ん
な
い
て
、
ぼ
く
が
不
幸
の
た
ね
じ
ゃ
な
い
ば
し
ょ
が
あ
る
ん
だ
っ

て
、
思
い
た
か
っ
た
。
そ
れ
が
ど
こ
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
絵
に
か
い
て
た
」

　

聞
き
入
っ
て
い
る
と
、
耕
太
は
握
り
し
め
た
タ
オ
ル
で
私
の
頰
を
軽
く
叩
い
た
。
気
が
つ
か
な
い
う
ち
に
泣

い
て
た
？　

と
焦
っ
た
け
ど
、
涙
は
流
れ
て
い
な
か
っ
た
。

「
た
か
お
じ
さ
ん
と
文
子
さ
ん
に
会
っ
て
、
莉
絵
ち
ゃ
ん
に
会
っ
て
、
い
っ
し
ょ
に
く
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
、

ぼ
く
は
も
っ
と
こ
わ
く
な
っ
た
。
だ
っ
て
い
つ
か
は
、
こ
こ
も
出
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
み
ん
な
と
も
お

別
れ
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
絵
を
か
い
た
。
き
れ
い
な
絵
を
か
け
ば
そ
れ

が
本
当
に
な
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
で
も
長
く
い
ら
れ
る
か
な
と
思
っ
た
か
ら
。
だ
け
ど
」

　

耕
太
は
４

疲
れ
果
て
た
旅
人
み
た
い
な
溜
息
を
つ
い
て
、
ま
た
少
し
黙
っ
た
。
悩
ん
で
る
ん
な
ら
い
ま
で
な

く
て
も
い
い
よ
、
と
言
お
う
と
す
る
と
、
彼
は
そ
れ
が
聞
こ
え
た
か
の
よ
う
に
床
に
向
か
っ
て
う
な
ず
い
た
。

「
じ
ゃ
あ
ま
た
今
度
…
…
」

「
で
も
、
莉
絵
ち
ゃ
ん
は
ぼ
く
の
こ
と
好
き
だ
っ
て
言
っ
て
く
れ
た
。
ぼ
く
は
、
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
け
ど
、

し
ん
じ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
。
だ
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
…
…
は
じ
め
て
言
わ
れ
た
か
ら
。
ず
ー
っ
と
、
ほ
ん
と
う

か
な
ほ
ん
と
う
か
な
っ
て
考
え
た
。
い
く
ら
か
ん
が
え
て
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
だ
け
ど
、
莉
絵
ち
ゃ
ん
は
ぼ

く
の
こ
と
、
だ
い
じ
に
し
て
く
れ
る
。
し
ん
ぱ
い
し
て
く
れ
た
り
、
ぼ
く
の
た
め
に
本
を
買
っ
て
む
ず
か
し
い

こ
と
ば
も
教
え
て
く
れ
る
。
莉
絵
ち
ゃ
ん
は
、
と
つ
ぜ
ん
い
な
く
な
っ
た
り
し
な
い
と
思
っ
た
の
。
そ
し
た
ら
、

き
れ
い
な
絵
じ
ゃ
な
い
の
を
…
…
か
い
て
み
た
く
な
っ
た
。
い
ま
ま
で
も
か
き
た
か
っ
た
け
ど
、
そ
れ
が
ほ
ん

と
う
の
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
っ
た
か
ら
、
か
け
な
く
て
…
…
」
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聞
き
入
っ
て
い
る
私
に
、
５

耕
太
は
不
安
げ
な
瞳
を
向
け
た
。

「
ぼ
く
の
言
っ
て
る
こ
と
、
わ
か
る
？
」

　

や
っ
ぱ
り
こ
の
子
は
、
私
が
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
仕
打
ち
を
さ
れ
続
け
て
き
た
ん
だ
。
少
し
で
も
暗
い

雰
囲
気
の
絵
を
描
い
て
そ
れ
が
現
実
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
る
な
ん
て
、
普
通
の
子
供
の
考
え
る
こ
と

じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
だ
け
強
い
思
い
を
自
分
の
絵
に
託
す
の
は
、
芸
術
家
や
プ
ロ
の
絵
描
き
の
や
る
こ
と
だ
。
耕

太
は
ま
だ
十
四
歳
で
、
た
ぶ
ん
心
や
頭
は
中
国
人
の
伯
父
さ
ん
と
伯
母
さ
ん
が
去
っ
て
行
っ
た
八
歳
で
止
ま
っ

て
い
る
ん
だ
ろ
う
に
。

　

芸
術
家
か
プ
ロ
の
絵
描
き
？　

私
の
頭
に
あ
る
考
え
が
浮
か
ん
だ
。
後
世
に
名
を
残
す
だ
の
個
展
が
出
来
る

だ
の
じ
ゃ
な
く
て
い
い
か
ら
、
耕
太
が
一
人
で
食
べ
て
い
け
る
く
ら
い
の
お
金
を
、
絵
で
稼
げ
な
い
だ
ろ
う
か
。

詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
の
助
手
と
か
、
広
告
制
作
の
手
伝
い
と
か
。
そ
れ
な
ら
学

歴
も
重
要
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
し
、
大
勢
と
関
わ
る
仕
事
じ
ゃ
な
い
な
ら
彼
で
も
大
丈
夫
そ
う
だ
。

「
…
…
や
っ
ぱ
り
、
わ
か
ら
な
い
？
」

　
６

が
っ
か
り
し
た
声
に
、
私
は
急
い
で
答
え
た
。

「
ご
め
ん
ね
。
ち
ょ
っ
と
考
え
ご
と
し
て
た
の
。
こ
ん
な
に
上
手
に
描
け
る
ん
な
ら
、
ど
こ
か
で
雇
っ
て
も
ら
え

な
い
か
な
っ
て
。
も
ち
ろ
ん
、
先
の
話
よ
。
い
つ
ま
で
も
お
小
遣
い
程
度
し
か
稼
げ
な
い
ん
じ
ゃ
、
不
便
で
し
ょ
」

「
ぼ
く
は
莉
絵
ち
ゃ
ん
と
、
も
う
お
別
れ
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
？
」

　

い
き
な
り
し
ょ
ん
ぼ
り
す
る
彼
に
、
私
は
可
愛
く
て
お
か
し
く
て
、
思
わ
ず
頭
を
ご
し
ご
し
擦
っ
て
や
っ
た
。

「
そ
ん
な
わ
け
な
い
で
し
ょ
。
い
ま
ジ
ャ
ニ
ス
を
紹
介
す
る
っ
て
言
っ
た
ば
っ
か
り
な
の
に
。
ず
っ
と
一
緒
よ
」

　

私
は
自
分
の
言
葉
に
７

呆あ
っ
け気

に
取
ら
れ
た
。
ず
っ
と
、
一
緒
？　

じ
ゃ
あ
私
は
結
婚
も
し
な
い
で
こ
の
子
と

こ
の
先
の
人
生
を
歩
い
て
い
く
つ
も
り
な
の
？　

こ
れ
か
ら
が
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
で
、
デ
ザ
ー
ト
と
コ
ー

ヒ
ー
も
待
っ
て
い
る
の
に
、
身
許
も
は
っ
き
り
し
な
い
自
称
不
幸
の
種
の
た
め
に
、
い
ま
簡
単
に
想
像
出
来
る

幸
せ
を
捨
て
る
っ
て
言
う
の
？　

東
京
で
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
、
父
親
を
見
お
ろ
し
て
や
る
っ
て
計
画
は
？　

い
つ
か
は
海
外
に
出
店
す
る
っ
て
夢
は
？　

そ
し
て
何
よ
り
、
私
よ
り
強
い
男
を
探
し
て
と
っ
つ
か
ま
え
て
、

お
互
い
に
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
す
る
っ
て
予
定
は
？

　

耕
太
は
私
か
ら
少
し
身
体
を
離
し
て
、
心
配
そ
う
な
目
を
向
け
て
い
る
。
せ
わ
し
な
く
瞬
き
を
す
る
間
に
見

え
隠
れ
す
る
黒
い
瞳
は
均
一
に
光
っ
て
、
確
か
に
ウ
サ
ギ
た
ち
と
き
ょ
う
だ
い
で
も
お
か
し
く
な
い
と
思
わ
せ

た
。
母
親
に
も
※
１

き
ょ
う
だ
い
に
も
死
な
れ
た
、
哀
れ
な
十
四
歳
の
芸
術
家
。
こ
れ
か
ら
と
び
き
り
の
男
に

な
る
、
肉
が
食
べ
ら
れ
な
い
料
理
上
手
な
男
の
子
。

　

い
い
じ
ゃ
な
い
、
や
っ
て
や
る
。
私
は
思
い
直
し
た
。
耕
太
が
一
緒
に
い
た
い
っ
て
言
う
限
り
、
私
は
こ
の

子
と
い
よ
う
。
一
人
く
ら
い
は
そ
ん
な
大
人
が
い
な
く
ち
ゃ
、
彼
の
人
生
の
帳
尻
が
合
わ
な
い
。
私
の
夢
は
、

こ
の
子
と
一
緒
に
い
た
っ
て
、
自
分
で
実
現
さ
せ
て
や
る
。
私
と
耕
太
と
静
岡
の
店
を
全
部
ま
と
め
て
引
き
受

け
て
、
そ
れ
で
も
片
手
が
空
い
て
る
く
ら
い
の
男
で
な
き
ゃ
、
私
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
ん
だ
。
見
て
ろ
。
私

は
本
気
だ
か
ら
。
ど
ん
な
こ
と
も
、
諦
め
な
い
か
ら
。
何
も
か
も
、
手
に
入
れ
る
か
ら
。

　

頭
の
上
で
、
天
使
た
ち
が
く
る
く
る
廻
り
な
が
ら
ラ
ッ
パ
を
吹
い
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
ね
。
８

こ
う
い
う
の

も
あ
な
た
た
ち
の
仕
事
な
ん
だ
。
私
は
天
井
を
仰あ

お

い
で
天
使
た
ち
に
笑
い
か
け
、
い
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
登
場
し

て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
、
と
お
礼
を
言
っ
た
。

（
榆
井
亜
木
子
『
世
界
が
終
わ
る
夜
に
奏
で
ら
れ
る
音
楽
』
に
よ
る
）

※
１　

き
ょ
う
だ
い　

…
…
耕
太
が
飼
っ
て
い
た
二
羽
の
ウ
サ
ギ
を
指
す
。
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問
一　

傍
線
部
Ａ
「
手
に
負
え
な
い
」、
Ｂ
「
癪
に
障
っ
た
」
の
語
句
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を

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

Ａ
「
手
に
負
え
な
い
」

　

ア　

わ
が
ま
ま
に
付
き
合
い
き
れ
な
い
こ
と

　

イ　

相
手
の
気
持
ち
を
理
解
で
き
な
い
こ
と

　

ウ　

事
態
が
改
善
す
る
見
込
み
が
な
い
こ
と

　

エ　

自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と

　

オ　

相
手
に
対
す
る
怒
り
が
収
ま
ら
な
い
こ
と

Ｂ
「
癪
に
障
っ
た
」

　

ア　

気
に
入
ら
な
か
っ
た

　

イ　

気
が
滅
入
っ
た

　

ウ　

信
じ
ら
れ
な
か
っ
た

　

エ　

悲
し
ん
だ

　

オ　

遠
慮
が
な
か
っ
た

問
二　

傍
線
部
１
「
本
当
に
天
使
が
舞
い
降
り
て
き
た
の
か
と
思
っ
た
」
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　

今
ま
で
付
き
合
っ
て
き
た
人
た
ち
と
は
違
い
、
自
分
の
こ
と
を
気
遣
っ
て
く
れ
る
耕
太
の
不
意

な
発
言
に
、
莉
絵
が
び
っ
く
り
し
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

耕
太
の
面
倒
を
み
る
だ
け
だ
っ
た
莉
絵
が
、
耕
太
に
な
ぐ
さ
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
対
等
な
関
係

に
な
っ
た
と
実
感
し
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

困
難
な
願
い
を
叶
え
よ
う
と
し
て
く
れ
る
耕
太
の
提
案
に
意
表
を
突
か
れ
つ
つ
も
、
そ
の
け
な

げ
な
姿
勢
に
莉
絵
が
感
謝
し
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

耕
太
が
い
つ
の
間
に
か
人
の
こ
と
を
配
慮
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
莉
絵
が

感
動
し
た
と
い
う
こ
と
。

オ　

耕
太
の
申
し
入
れ
を
全
く
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
莉
絵
が
、
思
い
や
り
あ
ふ
れ
る
優
し
さ
に
お

ど
ろ
い
た
と
い
う
こ
と
。
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問
三　

傍
線
部
２
「
私
の
胸
の
奥
が
き
ゅ
っ
と
締
め
つ
け
ら
れ
た
」
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　

莉
絵
の
母
が
本
当
に
ジ
ャ
ニ
ス
に
魔
法
を
か
け
て
く
れ
る
と
信
じ
て
し
ま
う
耕
太
を
見
て
、
あ

ら
た
め
て
そ
の
幼
さ
を
実
感
し
、
な
ん
と
か
し
て
あ
げ
た
い
と
考
え
た
た
め
。

イ　

自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
ジ
ャ
ニ
ス
を
真
剣
に
心
配
す
る
耕
太
の
様
子
か
ら
、
今
ま
で
淋
し
い
思

い
を
し
て
き
た
こ
と
が
よ
り
強
く
感
じ
ら
れ
て
、
せ
つ
な
く
な
っ
た
た
め
。

ウ　
「
さ
び
し
く
な
ら
な
い
ま
ほ
う
」
と
い
う
で
ま
か
せ
を
言
う
こ
と
で
、
耕
太
に
期
待
さ
せ
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
罪
悪
感
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
た
め
。

エ　

莉
絵
の
真
意
を
つ
か
め
ず
に
何
度
も
質
問
を
繰
り
返
す
耕
太
に
対
し
て
、
疎
ま
し
く
感
じ
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
申
し
訳
な
く
思
っ
た
た
め
。

オ　

耕
太
が
淋
し
い
思
い
を
し
て
き
た
の
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
と
の
楽
し
そ
う
な

や
り
と
り
を
話
題
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
た
め
。

問
四　

傍
線
部
３
「
耕
太
は
私
か
ら
目
を
逸
ら
せ
て
、
曖
昧
に
う
な
ず
い
た
」
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　

質
問
の
意
図
が
読
め
ず
、
本
当
の
こ
と
を
言
っ
て
よ
い
も
の
か
判
断
で
き
ず
に
い
る
と
い
う

こ
と
。

イ　

質
問
に
答
え
た
い
と
思
い
つ
つ
も
、
辛
い
思
い
出
は
話
し
た
く
な
い
と
も
思
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
。

ウ　

質
問
に
素
直
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
答
え
る
た
め
の
時
間
を
稼
い
で
い
る
と
い

う
こ
と
。

エ　

質
問
に
は
答
え
ら
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
が
よ
い
の
か
と
悩
ん
で
い
る
と
い
う

こ
と
。

オ　

質
問
に
答
え
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
を
、
察
し
て
も
ら
う
方
法
を
模
索
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
。

問
五　

傍
線
部
４
「
疲
れ
果
て
た
旅
人
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
「
耕
太
」
の
様
子
と

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

ア　

目
的
地
に
た
ど
り
着
く
た
め
に
手
探
り
で
道
を
見
出
し
て
い
く
旅
人
の
よ
う
に
、
莉
絵
に
話
を

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
言
葉
を
選
び
続
け
て
、
へ
と
へ
と
に
な
っ
て
い
る
。

イ　

行
く
当
て
も
な
く
さ
ま
よ
う
旅
人
の
よ
う
に
、
親
戚
の
家
を
た
ら
い
回
し
に
さ
れ
続
け
て
き
た

生
活
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
し
ま
い
、
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
。

ウ　

一
歩
一
歩
自
分
の
歩
く
道
を
確
か
め
な
が
ら
歩
を
進
め
る
旅
人
の
よ
う
に
、
一
枚
一
枚
気
持
ち

を
込
め
て
絵
を
描
い
て
き
た
た
め
、
く
た
び
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

エ　

長
く
険
し
い
道
の
り
に
挑
む
旅
人
の
よ
う
に
、
莉
絵
と
の
共
同
生
活
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に

努
力
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
が
、
不
安
も
抱
い
て
い
る
。

オ　

宝
物
を
探
し
て
広
大
な
世
界
を
め
ぐ
る
旅
人
の
よ
う
に
、
自
分
の
居
場
所
を
探
し
求
め
て
莉
絵

と
め
ぐ
り
会
っ
た
こ
と
で
、
長
か
っ
た
旅
の
終
わ
り
を
実
感
し
て
い
る
。
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問
六　

傍
線
部
５
「
耕
太
は
不
安
げ
な
瞳
を
向
け
た
」
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　

耕
太
は
き
れ
い
じ
ゃ
な
い
絵
に
自
分
を
見
捨
て
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
た

が
、
そ
の
思
い
が
莉
絵
に
伝
わ
っ
た
か
わ
か
ら
ず
、
落
ち
着
か
な
か
っ
た
た
め
。

イ　

耕
太
は
莉
絵
を
信
じ
て
き
れ
い
じ
ゃ
な
い
絵
を
描
い
て
は
み
た
が
、
莉
絵
の
反
応
が
薄
か
っ
た

こ
と
か
ら
軽
率
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
と
感
じ
て
後
悔
し
て
い
た
た
め
。

ウ　

耕
太
は
き
れ
い
な
絵
だ
け
で
な
く
、
き
れ
い
じ
ゃ
な
い
絵
も
受
け
入
れ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い

る
が
、
そ
ん
な
わ
が
ま
ま
は
受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
は
ず
が
な
い
と
半
ば
諦
め
て
い
た
た
め
。

エ　

耕
太
は
き
れ
い
じ
ゃ
な
い
絵
を
描
い
た
理
由
を
し
っ
か
り
と
説
明
し
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
自

分
の
つ
た
な
い
言
葉
で
は
わ
か
り
づ
ら
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
た
た
め
。

オ　

耕
太
は
思
い
切
っ
て
き
れ
い
じ
ゃ
な
い
絵
を
描
い
て
み
た
も
の
の
、
本
当
に
莉
絵
が
自
分
の
こ

と
を
見
捨
て
な
い
で
く
れ
る
か
に
つ
い
て
は
確
固
た
る
自
信
が
持
て
な
か
っ
た
た
め
。

問
七　

傍
線
部
６
「
が
っ
か
り
し
た
声
に
、
私
は
急
い
で
答
え
た
」
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　

自
分
と
の
別
れ
を
耕
太
に
意
識
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
申
し
訳
な
く
思
い
、
二
人
が
離
れ
ば

な
れ
に
な
る
こ
と
を
あ
わ
て
て
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

耕
太
の
将
来
に
つ
い
て
一
人
で
勝
手
に
考
え
を
巡
ら
せ
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
二
人
で
考
え
て

決
め
る
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
っ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

耕
太
の
的
外
れ
な
心
配
に
あ
き
れ
て
し
ま
い
返
事
が
で
き
ず
に
い
た
が
、
悲
し
そ
う
な
耕
太
の

姿
を
見
て
、
た
と
え
嘘
で
も
安
心
さ
せ
て
あ
げ
た
い
と
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

す
ぐ
に
離
れ
離
れ
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
耕
太
に
対
し
て
、
き
れ
い
じ
ゃ
な
い
絵
を
ほ
め

る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
も
一
緒
に
い
ら
れ
る
と
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

オ　

話
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
不
安
げ
な
耕
太
に
対
し
て
、
自
分
が
思
い
つ
い
た
耕

太
の
将
来
に
つ
い
て
の
展
望
を
、
思
い
の
ま
ま
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。



─ 14 ─

問
八　

傍
線
部
７
「
呆
気
に
取
ら
れ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
の
「
莉
絵
」
の
様
子
を
説
明
し
た
も
の

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

ア　

落
ち
込
む
耕
太
を
は
げ
ま
す
た
め
に
発
し
た
言
葉
が
、
思
い
が
け
ず
、
将
来
に
か
か
わ
る
大
き

な
判
断
を
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
気
づ
い
て
あ
然
と
し
て
い
る
。

イ　

耕
太
の
心
配
そ
う
な
目
を
見
て
い
る
と
哀
れ
に
思
わ
れ
、
安
易
に
同
情
し
て
し
ま
っ
た
が
、
こ

れ
か
ら
先
ず
っ
と
面
倒
を
み
る
自
信
は
な
く
言
葉
を
失
っ
て
い
る
。

ウ　

同
情
し
て
思
わ
ず
耕
太
を
見
捨
て
な
い
と
伝
え
た
が
、
一
時
の
感
情
に
任
せ
て
あ
ま
り
に
も
無

責
任
な
発
言
を
し
て
し
ま
っ
た
自
分
自
身
に
対
し
て
あ
き
れ
て
い
る
。

エ　

耕
太
を
安
心
さ
せ
る
つ
も
り
で
交
わ
し
た
約
束
が
、
到
底
叶
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
と
後
に

な
っ
て
気
が
つ
き
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
ず
言
葉
に
詰
ま
っ
て
い
る
。

オ　

耕
太
と
の
共
同
生
活
に
よ
っ
て
自
身
の
幸
せ
が
遠
の
く
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
も
、
耕
太
を
見
捨

て
る
こ
と
は
で
き
ず
、
二
人
で
一
緒
に
い
る
決
意
を
固
め
て
い
る
。

問
九　

傍
線
部
８
「
こ
う
い
う
の
も
あ
な
た
た
ち
の
仕
事
な
ん
だ
」
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　

人
の
努
力
を
称
賛
し
た
り
幸
せ
を
願
っ
た
り
す
る
の
が
天
使
の
仕
事
だ
と
い
う
こ
と
。

イ　

人
を
慰
め
た
り
背
中
を
押
し
た
り
す
る
の
が
天
使
の
仕
事
だ
と
い
う
こ
と
。

ウ　

人
に
反
省
を
促
し
た
り
救
っ
た
り
す
る
の
が
天
使
の
仕
事
だ
と
い
う
こ
と
。

エ　

人
の
夢
を
叶
え
た
り
前
向
き
に
し
た
り
す
る
の
が
天
使
の
仕
事
だ
と
い
う
こ
と
。

オ　

人
を
応
援
し
た
り
試
練
を
課
し
た
り
す
る
の
が
天
使
の
仕
事
だ
と
い
う
こ
と
。

問
十　

本
文
の
表
現
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

耕
太
の
セ
リ
フ
に
は
ひ
ら
が
な
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
耕
太
が
ふ
つ
う
の
生
活
を
送
れ
ず
、
精

神
的
な
幼
さ
を
残
し
た
ま
ま
成
長
し
た
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

イ　

莉
絵
が
自
問
自
答
す
る
場
面
が
多
く
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
事
も
深
く
考
え
て
か
ら
動

く
莉
絵
の
慎
重
な
性
格
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ウ　

ジ
ャ
ニ
ス
の
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
く
な
り
終
始
周
り
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
莉
絵
と
、
莉

絵
の
こ
と
を
心
配
し
続
け
る
耕
太
が
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

エ　

莉
絵
が
耕
太
を
「
彼
」
と
呼
ぶ
と
き
は
異
性
と
し
て
意
識
し
て
お
り
、「
こ
の
子
」
と
呼
ぶ
と
き

は
哀
れ
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
に
莉
絵
の
心
情
に
よ
っ
て
耕
太
の
呼
び
方
が
変
化
し
て
い
る
。

オ　

莉
絵
と
耕
太
の
会
話
を
中
心
に
物
語
が
す
す
ん
で
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
が
そ
れ
ぞ
れ

の
台
詞
に
直
接
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
読
者
が
感
情
移
入
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
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令和 5年度　入学試験（ 2月 4日実施）

算　数
［40分］

［注意事項］

１ ．試験開始の合図があるまで、この問題用紙は開かないでください。
2．試験開始後、解答用紙にシールを貼

は

ってください。
3．解答は、すべて解答用紙に記入してください。
4．解答は鉛

えん

筆
ぴつ

などで濃
こ

く記入してください。
5．問題は1〜5まであります。ページが抜

ぬ

けていたら、すみやかに手
を挙

あ

げ、監
かん

督
とく

の先生に申し出てください。

東京農業大学第一高等学校中等部
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1   次の各問いに答えなさい。

（ 1）　［ 8÷｛ 7÷（ 6÷ 5）｝］÷［ 4÷｛ 3÷（ 2÷ 1）｝］　を計算しなさい。

（ 2）　
5
4
 ＋ 4 

3
5
 ×   1.6 − 

3
5
   ＋ 2.15　を計算しなさい。

（ 3）　 1歩
ぶ

を 3.3 m2とします。1畝
せ

は 30 歩、 1反
たん

は 10 畝であるとき、5反は □ m2です。
　　□にあてはまる数をかきなさい。
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2   次の各問いに答えなさい。

（ 1）　ある家族が旅行に行くのに、同じペットボトルのお茶を何本か買って、持っていくこ
とにしました。 9本買うと持っていた金額では 174 円足りなかったので、 7本買ったと
ころ、98 円余りました。持っていた金額とペットボトルのお茶 1本の値段を求めなさい。

（ 2）　連続する 6つの整数の和が 765 となるとき、この整数の中で一番大きな数を求めなさ
い。

（ 3）　N 中学校で、生徒会役員選挙が行われました。生徒会役員に立候補した生徒は、太郎、
一郎、花子、次郎、明子の 5人で、540 人の生徒は 1人 1票ずつ投票して 5人の中から
3人の役員を選びます。途中、開票速報が下の表のようになりました。花子はあと何票
あれば確実に役員になるか、求めなさい。

開票速報
太郎 一郎 花子 次郎 明子

71 58 65 151 93

（ 4 ）　ある四角形に 1本直線を引くと、その四角形は 2つの部分に分けられます。続けても
う 1本直線を引くと、四角形は 4つの部分に分けられます。このように、前に引いたす
べての直線と四角形の内側で交わるように直線を引いていくとき、次の問いに答えなさ
い。

　　ただし、どの 3本の直線も同じ点（ 1点）で交わらないものとします。

　①　新しく 1本の直線を引いたとき、分けられる部分が 15個増えるのは、全部で何本の直
線を引いたときか、求めなさい。

　②　全部で 30 本の直線を引いたとき、四角形は何個の部分に分けられるか、求めなさい。
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3　 　太郎君は、家の浴そうに水を入れます。この浴そうは、直方体であり、180 Ｌの水を入
れると 40 cmの深さになります。給水口と排水口がそれぞれ 1つずつあり、給水口から一
定の量の水を空の浴そうに入れ始めました。ところが、数分経ったところで誤って排水口
を開いてしまいました。排水口からは毎分 18 Ｌの量が排水されます。入れ始めてから
14 分後にお母さんが見に行ったところ、水の深さが 4 cmであり、排水口が開いている 
ことに気がつきすぐに閉めました。そこで、給水口からはじめの 1.2 倍の割合で水を入れた
ところ、入れ始めてから 35 分後に 40 cmの深さになりました。

（ 1）　本来なら、入れ始めてから何分後に 40 cmの深さになりますか。

（ 2）　太郎君が誤って排水口を開いたのは、入れ始めてから何分後ですか。

（ 3）　入れ始めてからの時間と浴そうの水の深さの関係を解答欄
らん

のグラフにかき入れなさい。

浴そうの水の深さ
（cm）

40
35
30
25
20
15
10
5

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
時間（分）

0
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4　 　下の図のように、直線上に半径 4 cm、中心角 45°のおうぎ形があります。左側のおうぎ
形をすべることなく 1回転させたところ右側のおうぎ形の位置で止まりました。

（ 1）　●が移動する様子を解答欄に記入しなさい。

（ 2）　（ 1）で●が移動した線と直線で囲まれた図形の面積を求めなさい。
  ただし、円周率は3.14とします。
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5　 　 4 個のライトが右の図のように 1列に並んでいます。
　　次の規則で、ボタンを押した回数によって点灯します。

　　＜規則＞
　　①　最初はすべて消灯しています。
　　②　一番右のライトは、ボタンを押すたびに

　　　　赤　→　青　→　消灯　→　赤　→　青　→　消灯　→　……

　　　を繰り返します。
　　③　一番右以外のライトは、一つ右のライトが青から消灯に変わるたびに

　　　　赤　→　青　→　消灯　→　赤　→　青　→　消灯　→　……

　　　を繰り返します。

　　　例えば、ボタンを 1回押した後　 赤 　と点灯します。

（ 1）　ボタンを 3回押した後、どのようにライトが点灯しますか。解答欄にかきこみなさい。

（ 2）　初めて　 赤 青 　と点灯するのは、何回ボタンを押し終わった後で 
 
すか。

（ 3）　ボタンを23 回押した後、どのようにライトが点灯しますか。解答欄にかきこみなさい。

（ 4）　次に　 　（すべて消灯）となるのはボタンを何回押した後で 
 
すか。その理由もかきなさい。

ライト

● 
ボタン



令和 5年度　入学試験（ 2月 4日実施）算数　解答用紙

東京農業大学第一高等学校中等部

受験番号 氏　　　名

↓ここにシールを貼
は

ってください↓

23020411

2 （1） （2） （3）
持っていた金額

円

ペットボトル 1本の値段

円 票
（4）

① ②

本 個

3 （1） （2）

分後 分後
（3）

1 （1） （2） （3） 4 （1）

（2）

cm2

5 （1） （2） （3）

回
（4）

回

　理由浴そうの水の深さ
（cm）

40
35
30
25
20
15
10
5

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
時間（分）

0



令和 5年度　入学試験（ 2月 4日実施）

社　会
［40分］

［注意事項］

１ ．試験開始の合図があるまで、この問題用紙は開かないでください。
２．試験開始後、解答用紙にシールを貼

は

ってください。
3．解答は、すべて解答用紙に記入してください。
4．解答は鉛

えんぴつ

筆などで濃
こ

く記入してください。
5．問題は １ページ〜 ２１ ページの合計 ２１ ページあります。ページが抜

ぬ

けて
いたら、すみやかに手を挙

あ

げ、監
かん

督
とく

の先生に申し出てください。

東京農業大学第一高等学校中等部
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１ 　次の地図を見て、後の各問いに答えなさい。

問 １　地図中の①・②の河川、③・④の島、⑤の半島の名称を、それぞれ答えなさい。

カ
サ

ス

セ

ク

シ

キ

ケケ

八幡（北九州）

③

①

竹田

大牟田

②

阿久根

⑤

④

ア

イ

ウ

エ
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問 ２　次の雨温図は、地図中の阿久根、大牟田、竹田、八幡（北九州）のいずれかを示したも
のです。八幡（北九州）を示すものを、ア～エのなかから 1つ選び、記号で答えなさい。

気候値は1991～2020年
（気象庁ホームページより作成）

ア.

1
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降
水
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気
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（℃）
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問 ３　次の図は、土地の起伏（凹凸の状態）をわかりやすく表現した陰影起伏図とよばれるも
のです。この図が示す地域として最も適切なものを、地図中のア～エのなかから 1つ
選び、記号で答えなさい。

（「地理院地図」より作成）

問 ４　次の文は、九州地方で発生した公害問題について説明したものです。この公害が発生
した海域として最も適切なものを、地図中のカ～ケのなかから 1つ選び、記号で答え
なさい。

　1956年に公式に確認された公害病で、周辺の化学工場の工場排水に含まれていたメ

チル水銀が魚介類に蓄積し、その魚介類を人間が長期間食べたことで、中枢神経を中

心とする神経系が障がいを受ける中毒性疾患が発生した。
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問 ５　次の地形図は、地図中のサ～セの地点のいずれかの地域を示したものです。この地形
図が示す地域として最も適切なものを、地図中のサ～セのなかから 1つ選び、記号で
答えなさい。

（「地理院地図」より）
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問 ６　次のグラフは、中京工業地帯、阪神工業地帯、北九州工業地帯、瀬戸内工業地域の
製造品出荷額等の構成（単位：％、2019年）を示したものです。北九州工業地帯を示
すものを、グラフ中のア～エのなかから 1つ選び、記号で答えなさい。

問 ７　次の表は、福岡、大分、熊本、宮崎、鹿児島の各県に関する統計を示したものです。
大分県と鹿児島県を示すものを、表中のア～オのなかからそれぞれ 1つ選び、記号
で答えなさい。

第三次産業
従事者割合
（％）

耕地
に占める
水田の割合
（％）

牧草地
面積
（ha）

農業産出額 茶（生葉）
収穫量
（百t）

野菜
（億円）

畜産
（億円）

ア 70.2 61.5 6,770 1,220 1,148 54
イ 72.2 31.4 3,000 532 3,227 1,184
ウ 75.8 80.6 176 702 389 83
エ 68.6 53.5 1,150 661 2,209 146
オ 69.6 71.3 2,710 309 444 26

（『データブックオブ・ザワールド』『地理統計』より作成）

統計年次は、第三次産業従事者割合が2017年、農業産出額が2019年、耕地に占める水田の割合、

牧草地面積、茶（生葉）収穫量が2020年。

（『日本国勢図会』より作成）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

エ

0.7

ウ

2.1

イ

1.3

ア

0.6

9.5 68.6 6.6 4.7 9.9

18.1 35.1 22.3 7.8 14.6

20.9 37.9 15.9 11.1 12.9

45.6 6.0 16.6 14.217.0

化学 繊維 その他金属 機械 食品
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問 ８　右ページの地形図は、福岡市の西部を示したものです。地形図を見て、次の（ 1）・（ 2）
の問いに答えなさい。

（ 1） 地形図中の地域について、地形図から読み取れる内容を説明した次のⅠ～Ⅲの文
の正誤の組合せとして適切なものを、下のア～クのなかから 1つ選び、記号で答
えなさい。

　 Ⅰ 福岡拘置所の南東には福岡市役所があり、その周囲には市民センターや文化セン
ターなどの公共施設が立地している。

　 Ⅱ 樋井川の右岸に位置する地行二丁目付近には多くの寺院が立地している。
　 Ⅲ 海岸部の百道浜地区には、博物館や図書館、病院が立地している。

ア イ ウ エ オ カ キ ク
Ⅰ 正 正 正 正 誤 誤 誤 誤
Ⅱ 正 正 誤 誤 正 正 誤 誤
Ⅲ 正 誤 正 誤 正 誤 正 誤

（ 2） 地形図から考えられる今から約750年前の海岸線のおおよその位置を説明した文
として最も適切なものを、次のア～エのなかから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア．現在は護岸工事が行われているものの、当時も現在とほぼ同じ位置に海岸線が
あったと考えられる。

イ．愛宕大橋のある東西に伸びる道路のやや南側に、当時の海岸線があったと考え
られる。

ウ．地下鉄空港線が通っている東西方向の道路のやや南側に、当時の海岸線があっ
たと考えられる。

エ．南庄一丁目付近と鳥飼七丁目付近を結ぶ東西方向の道路の南側に、当時の海岸
線があったと考えられる。
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（ 2）文中の空欄 　 1 　 ～ 　 3 　 に当てはまる語句を、それぞれ答えなさい。

（ 3）文中の空欄 　　Ｘ　　 に当てはまる文として最も適当なものを、下のア～エのなかか
ら 1つ選び、記号で答えなさい。

　ア．江戸時代に整備された主要な街道沿い

　イ．かつての河道に沿って形成された微高地

　ウ．河川によって形成された扇状地

　エ．水が得やすく日当たりの良い南向き斜面

（「地理院地図」より作成、一部改変）
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２ 　次の文章を読み、後の各問いに答えなさい。

　「すべての戦争は始めるのは容易であるが終えるのは至難である。戦争を始めるのと終わら
せるのは同一の者の権限には属さない。始めることは誰にでも─臆病者にさえできるが、終
えるのは勝者が望んだ時にしかできない」
　これは、古代ローマの歴史家サルスティウス（紀元前86頃─紀元前34頃）が『ユグルタ戦
争』の中で述べた言葉です。過去の事例を参考に、「戦争の終わり方」について考えてみま
しょう。
　戦争の終わり方には、その目的が大きく影響します。例えば、壬申の乱や保元の乱のよう
な 　Ａ　 の場合は両者の戦争目的はほぼ同じであるため、一方の勢力が優勢になることと
ほぼ同時に争いが終わっています。ただ、 ①南北朝の動乱や ②応仁の乱は対立関係がより複
雑であったため、内部分裂などによって争いが長期化しました。
　どちらの勢力も目的を完全には達成しないまま妥協して、講和が成立するということもあ
ります。しかし、一度起きてしまった戦争を講和によって完全に終わらせるのは難しく、  
③朝鮮出兵や ④大坂の陣（大坂の役）などにおいては、一度講和交渉が行われた後に両者が
決裂して、再度争いが起きています。
　また、開戦と終戦の決断は通常、各陣営の最高権力者によって行われますが、明治維新後
に「国民皆兵」が唱えられて徴兵が行われるようになると、 ⑤戦争の終わり方に対して民衆
の声が存在感をもつようになりました。
　現在の日本で単に「終戦」といった場合は ⑥太平洋戦争の終結を指し、その後の時代を
「戦後」と呼んでいますが、世界では「冷戦」と呼ばれる状態が続いて各地で争いが起きまし
た。例えば、朝鮮では南北の間で激しい戦争になり、現在でも休戦状態のまま講和条約は結
ばれていません。ベトナムでは戦争が泥沼化し、 ⑦国内外での反戦運動もあってアメリカの
撤兵を経て終戦しました。
　1989年に「冷戦」の終結を宣言したソ連の指導者 　Ｂ　 （1931 ─ 2022）は、「冷戦時代か
ら新しい時代へ第一歩を踏み出した。冷戦や精神的不信感は過去のものにしたい」と述べま
したが、それから30年以上が経つ現在に至っても世界各地で争いが続いています。それらの
争いをどのように止め、新たな争いをどのように防ぐかを考えるためにも、歴史上の戦争が
いかに終わったのかについて学んでいく意味があるでしょう。
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問 １　空欄 　Ａ　 にあてはまる語句として最も適切なものを、次のア～エのなかから 1つ
選び、記号で答えなさい。

ア．東国と西国の地域対立　　　　　　　　イ．仏教と神道の教義対立
ウ．源氏と平氏の勢力争い　　　　　　　　エ．皇族同士の後継ぎ争い

問 ２　下線部①に関連して、建武の新政を行った後に、吉野で南朝を開いた天皇を答えなさ
い。

問 ３　下線部②の様子を描いた絵を、次のア～エのなかから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア．

ウ．

イ．

エ．
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問 ４　下線部③に関連して、次の地図は朝鮮出兵の際の九州北部における陣屋配置を示した
ものです。下のア～ウの戦国大名を陣屋の位置が名護屋城に近い順に並べ、記号で答
えなさい。

島津義弘

加藤清正

徳川家康
伊達政宗

小西行長
長宗我部元親

石田三成

山内一豊

豊臣秀保

織田信雄

N

0 2km

名
護
屋
城

ア．三河の大名家出身で、関ヶ原の戦いでは東軍の総大将となった。
イ．父を本能寺の変で亡くしており、関ヶ原の戦いでは西軍に参加した。
ウ．豊臣秀吉の側近として出世し、関ヶ原の戦いでは西軍の実質的な中心人物となっ
た。

問 ５　下線部④の舞台となった大坂城（大阪城）の説明として適切なものを、次のア～エのな
かから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア．1993年、ユネスコの世界文化遺産に登録された。
イ．浄土真宗の寺院である石山本願寺の跡地に築城された。
ウ．この城の別名「桃山城」は安土・桃山時代の名称の由来となった。
エ．1867年、江戸幕府15代将軍・徳川慶喜によって大政奉還が行われた。
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問 ６　下線部⑤に関連して、日露戦争はその終わり方に対して民衆運動が起きたことで知ら
れています。次の絵は日露戦争の講和条約の内容を批判する目的で描かれたものです
が、この絵の矢印で示された男性（小村寿太郎外相）が左手に持つ魚が表す対象として
最も適切なものを、下のア～エのなかから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア．樺太の南半分　　　イ．台湾　　　ウ．賠償金　　　エ．八幡製鉄所
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問 ７　下線部⑥に関連して、次の年表は1945年の太平洋戦争の終結に関する出来事と、現在
の各国の記念日をまとめたものです。年表の内容について、下の（ 1）～（ 3）の問いに
答えなさい。

7月26日 ポツダム宣言が出される

　Ｘ　 アメリカが広島に原子爆弾投下

8月 8日 ソ連が日本に宣戦布告

8月 9日 アメリカが長崎に原子爆弾投下

8月14日 日本がポツダム宣言を受諾

8月15日 玉音放送

　　終戦の日（日本）・光復節（韓国）・解放記念日（北朝鮮）

9月 2日 降伏文書の調印

　　戦勝記念日（アメリカ）

9月 3日 　　戦勝記念日（ロシア）

9月 5日 ソ連が北方四島の占領を完了

（ 1）年表の空欄 　Ｘ　 にあてはまる月日を答えなさい。

（ 2） 年表の内容について述べた文として最も適切なものを、次のア～エのなかから 1
つ選び、記号で答えなさい。

ア．日本では、一般国民に降伏の決定が知らされた日を「終戦」の日としている。
イ．アメリカでは、日本が降伏を決定した日を「戦勝」の日としている。
ウ．日本では、全ての交戦国との講和が果たされた日を「終戦」の日としている。
エ．ロシアでは、ソ連が日本への侵攻を終えた日を「戦勝」の日としている。

（ 3） 韓国における「光復（光が戻ってくる）」、北朝鮮における「解放」とはどちらも
戦争が終わるとともに何が終わったことを示しているか、具体的に答えなさい。
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問 ８　下線部⑦に関連して、ベトナム戦争への反戦運動は他のある運動にも影響を与えまし
た。次の文章はその運動が結実した際に行われた式典におけるスピーチの一部です。
空欄 　Ｙ　 にあてはまる地名を漢字で答えなさい。

　 　Ｙ　 の復帰の日は、疑いもなくここに到来しました。しかし、 　Ｙ　 県民のこ

れまでの要望と心情に照らして復帰の内容をみますと、必ずしも私どもの切なる願望

が入れられたとはいえないことも事実であります。そこには、米軍基地の態様の問題

をはじめ、内蔵するいろいろな問題があり、これらを持ち込んで復帰したわけであり

ます。したがって、私どもにとって、これからもなおきびしさは続き、新しい困難に

直面するかもしれません。

　しかし、 　Ｙ　 県民にとって、復帰は強い願望であり、正しい要求でありました。

また、復帰とは、 　Ｙ　 県民にとってみずからの運命を開拓し、歴史を創造する世紀

の大事業でもあります。

問 ９　空欄 　Ｂ　 にあてはまる人名として適切なものを、下のア～エから 1つ選び、記号
で答えなさい。

ア．トルーマン　　　　　　　イ．スターリン
ウ．ブッシュ　　　　　　　　エ．ゴルバチョフ
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３ 　次の新聞記事（朝日新聞　2022年 ５ 月 １ 日付朝刊）を読み、後の各問いに答えなさい。

　日本政府は ①ウクライナの首都の表記を「キエフ」から「 　★　 」に変更しました。ウ
クライナ語の発音に近い表記にしたのは「日本政府としてウクライナとの一層の連帯を示す
ため」（外務省）だといいます。侵攻を受けた変更を、どうとらえたらいいのか。識者に聞き
ました。

　■重大な境目、歴史を知ると見える　東京学芸大特任教授・加賀美雅弘さん
　─今回の政府による表記の変更を、どう受け止めていますか。
　妥当だと言える。外国地名は現地語での呼び方を尊重するのが原則で、各国の代表らが集
まる「国連地名標準化会議」でも確認されている。ウクライナ語を母語とするウクライナ人
の国の首都なので、ウクライナ語の呼び方を尊重すべきでしょう。
　─ウクライナは ②1991年に独立し、2018年からはキエフと呼ばないように求める
「KyivNotKiev（ 　★　 はキエフではない）」運動を行っています。日本はもっと早く変える
べきだったでしょうか。
　変えるべきだったというのが正論だが、変更は簡単ではなかったと思う。外国地名の呼び
方は、長く使われてきた慣用地名も重視される。今回「チェルノブイリ」が「チョルノービ
リ」に変わったが、 ③原発事故が起きたときはソ連の「チェルノブイリ」として、ニュース
とともに知れ渡った。一般に認知されているほど慣用地名の変更は難しくなります。
　─外国からの地名の呼び方が問題になるのはどういうときでしょうか。
　かつての支配関係を思い起こさせるときに問題となりやすい。いま問題化しているわけで
はないが、たとえばポーランドの都市オシフィエンチムは、日本ではドイツ語のアウシュビッ
ツとして知られる強制収容所跡がある都市です。ドイツの地図帳は今もアウシュビッツと表
記される。だが、アウシュビッツはポーランド語とは関係ない、かつての支配者の呼び方な
ので、ポーランドでアウシュビッツと呼ぶことはありえません。
　─ロシア語とウクライナ語は近いと言われます。島国の日本では、呼び名を変えるべき
理由が想像しにくいかもしれません。
　ウクライナにとって、ウクライナ語で 　★　 と呼ぶことは、 　　　　　Ａ　　　　　 と
主張することを意味します。キエフと 　★　 の間には重大な境目があり、それは地名と歴
史を結びつけたときに見えてくる。 ④地名をどう呼ぶかは、国家や言語の存続に関わる問題
だということを、今回の変更をきっかけに知ってもらいたい。（聞き手・真野啓太）
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問 １　空欄 　★　 にあてはまる語句をカタカナで答えなさい。

問 ２　下線部①の場所を、次の地図中ア～オのなかから 1つ選び、記号で答えなさい。

オ

ア

イ

ウ

エ
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問 ３　下線部②について、次の年表は、1991年に起こった国際的な出来事の一部をまとめた
ものです。年表について、下の（ 1）～（ 5）の問いに答えなさい。

月 出来事
1月 多国籍軍がイラクに空爆

→ 　Ｘ　  戦争の勃発
4月 自衛隊が初の海外派遣  …（あ）
7月 米ソが核軍縮を合意  …（い）
9月 南北朝鮮が国連に加盟  …（う）
12月 欧州連合（EU）の創設合意  …（え）

ソビエト連邦崩壊

（ 1）空欄 　Ｘ　 にあてはまる語句を漢字 ２字で答えなさい。

（ 2） 表中（あ）の出来事に関連して、自衛隊について説明した次の文章A・Bの正誤の
組み合わせとして適切なものを、下のア～エのなかから 1つ選び、記号で答えな
さい。

　　 A：　 憲法 9条における武力放棄の規定に基づき、自衛隊は一切の武力を行使す
ることが禁止されている。

　　 B：　 自衛隊の最高指揮権は内閣総理大臣が有しているため、自衛隊を海外派遣
する際は、いかなる場合であっても国会の承認を得る必要はない。

ア イ ウ エ
A 正 正 誤 誤
B 正 誤 誤 正
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（ 3） 表中（い）の出来事に関連して、核軍縮について説明した次の文章A・Bの正誤の
組み合わせとして適切なものを、下のア～エのなかから 1つ選び、記号で答えな
さい。

　　 A：　 2021年に発効した核兵器禁止条約は、将来的な核兵器の全廃へ向けて、核
兵器の保有や開発を法的に禁じるものであり、現在アメリカや日本を含む
60か国以上の国々が批准している。

　　 B：　 日本政府の核兵器に対する基本方針として非核三原則があり、これは核兵
器を「持たず、作らず、持ち込ませず」というものである。

ア イ ウ エ
A 正 正 誤 誤
B 正 誤 誤 正

（ 4） 表中（う）の出来事に関連して、国際連合について説明した次の文章A・Bの正誤
の組み合わせとして適切なものを、下のア～エのなかから 1つ選び、記号で答え
なさい。

　　 A：　 安全保障理事会の常任理事国は、アメリカ・ロシア・イギリス・フラン
ス・中国の 5か国であり、これらの国々は重要事項の決定に対して拒否権
を有する。

　　 B：　 総会の決議は全加盟国の投票で行われ、予算や国連への新規加盟などの重
要事項については、全会一致の賛成が必要となる。

ア イ ウ エ
A 正 正 誤 誤
B 正 誤 誤 正

（ 5） 表中（え）の出来事に関連して、欧州連合（EU）について説明した次の文章A・Bの
正誤の組み合わせとして適切なものを、下のア～エのなかから 1つ選び、記号で
答えなさい。

　　 A：　 欧州連合の加盟国には、共通通貨ユーロの導入が義務付けられている。
　　 B：　 欧州連合は独自の憲法をもち、加盟国はこの憲法に拘束される。

ア イ ウ エ
A 正 正 誤 誤
B 正 誤 誤 正
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問 ４　下線部③について、日本の原子力発電に関連する下の（ 1）・（ 2）の問いに答えなさい。

（ 1） 次のグラフは、日本の電源別の年間発電電力量の推移を示したもので、グラフ中
のア～エは、水力、石炭、原子力、天然ガスのいずれかです。原子力発電を示す
ものを 1つ選び、記号で答えなさい。
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（注）石油等にはLPG、その他ガスおよび瀝青質混合物を含む
　　四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある
　　グラフ内の数値は構成比（％）

資源エネルギー庁
「電源開発の概要」、

「電力供給計画の概要」
を基に作成

資源エネルギー庁
「総合エネルギー統計」
を基に作成

（電気事業連合会ホームページより）

地熱および新エネルギー ア イ

ウ 石油等 エ
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（ 2） 次の地図は、日本の発電所の分布を示したもので、地図中のア～エは、火力発電
所、原子力発電所、水力発電所、風力発電所のいずれかです。原子力発電所を示
すものを 1つ選び、記号で答えなさい。

ア

イ
ウ
エ

（「電気事業便覧2020」ほかより）
0 200km

　　　　　  原子力発電所は稼働停止中のものを含みます。また、火力発電所は200万kW以上、水力発電
所は50万kW以上、風力発電所は 1万kW以上のものを示しています。
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問 ５　下線部③について、日本原子力文化財団は、毎年「原子力に関する世論調査」を行なっ
ています。次のグラフは、「日本における、今後の原子力発電の利用について」の調査
結果（単位：％）を、年ごとの変化がわかる形で示したものです。このグラフをもとに、
ある中学生のグループが話し合いをしています。下の生徒たちの会話文を読み、後の
（ 1）～（ 3）の問いに答えなさい。

グラフ中の（N＝1200）は、回答者の数が1200人であることを表す。

20年10月（N＝1200）
2.2
8.0 48.0 8.4 28.2

4.50.8
19年10月（N＝1200）

2.0
9.3 49.4 11.2 22.7

4.70.8
18年10月（N＝1200）

2.4
7.2 48.4 12.1 23.7

5.11.2
17年10月（N＝1200）

1.0
5.9 49.4 14.9 22.6

5.50.7
16年10月（N＝1200）

1.8
8.3 45.2 16.9 23.7

3.21.0
15年10月（N＝1200）

1.7
10.1 47.9 14.8 22.9

1.71.0
14年11月（N＝1200）

1.3
8.8 47.8 16.2 20.6

3.51.9

原子力発電を増やしていくべきだ（増加）
東日本大震災以前の原子力発電の状況を維持していくべきだ（維持）
原子力発電をしばらく利用するが、徐 に々廃止していくべきだ（徐 に々廃止）
原子力発電は即時、廃止すべきだ（即時廃止）
その他
わからない
あてはまるものはない

ヤスコ：うーん。なんかあんまり変わっていないように見えるね。
ケンジ： 確かに、「増やす」と「維持する」を合わせた、原発の利用に対して肯定的

な人たちの割合は、2014年から大体 　あ　 ％くらいで、ほとんど変わって
いないね。

フブキ： だけど、「徐々に廃止」や「即時廃止」の人たちの割合を見ると、2014年は合
わせて64％だったものが、2020年では56.4％にまで下がっているよ。

ケンジ： 確かに、「 　い　 」に関してだけ言えば、2014年から半分ぐらいに減ってい
るのか。

フブキ： その分、「わからない」と回答している人が増えているね。30％近くの人が
「わからない」と答えるってことは、やはりこの問題は簡単に結論を下せる
ようなものではないってことなのかな。

ヤスコ： うーん。「じゃあ、あなたはどう思う？」と聞かれたら、私も「わからな
い」って答えるかもな。

ケンジ：確かに。
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（ 1）空欄 　あ　 にあてはまる数字を ５ の倍数で答えなさい。

（ 2）空欄 　い　 にあてはまる内容を答えなさい。

（ 3） 下線部に関連して、「原子力発電の利用」については、さまざまな論点から肯
定的な意見・否定的な意見が出されています。例えば、「安全性」という論点
からは、「より厳格である、新しい安全基準を満たした原発のみを稼働すれば
よい」として、原発の利用を肯定する意見が出される一方で、「想定を超えた
自然災害に対応できず、事故を起こした事実がある」として原発の利用を否
定する意見も出されています。では、「環境への影響」という論点から考えた
場合、双方の主張の根拠としてどのような内容が考えられるか、それぞれ説明
しなさい。

問 ６　空欄  　　　Ａ　　　  にあてはまる内容を考えて答えなさい。

問 ７　下線部④について、下の（ 1）・（ 2）の問いに答えなさい。

（ 1） 1941年から1945年にかけて日本が行った戦争は、一般に「太平洋戦争」とよ
ばれていますが、この呼称を「アジア・太平洋戦争」とするべきだという主
張もあります。このような主張は、「太平洋戦争」という呼称のどのような点を
批判していると考えられるか、具体的に説明しなさい。

（ 2） 日本の領域に関わる問題の中には、近隣諸国との呼称をめぐるものも存在しま
す。例えば、「日本海」という呼称について、韓国は「東海」という呼称を国
際的に用いるべきだと主張しています。「日本海」と「東海」という呼称に
よって表されることにはどのような違いがあるか、それぞれの言葉の意味に
触れながら説明しなさい。
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1 　図 1のように、軽い糸の一
いったん

端をばねはかりに取り付け、もう一端におもりを取り付け、吊
つ

るしました。また、図 2のように、同じ糸の一端をばねはかりに取り付け、もう一端に重さ
120gのおもりを取り付け、吊るしました。このおもりを水の中に入れると、ばねはかりは40g
を示しました。なお、糸の体積は考えないものとし、水 1 cm3あたりの重さは 1 gとします。

100g 150g
図 １

120g

ばねはかり

図 ２

問 1　重さ150gのおもりが、ばねはかりに加える力（ばねはかりにかかる重さ）は、重さ100g
のおもりが、ばねはかりに加える力の何倍ですか。

問 2　図 ２のおもりにはたらく浮
ふ

力
りょく

の大きさは何gですか。

問 3　図 ２のおもり 1 cm3あたりの重さは何gですか。

問 4　図 ２のおもりを、大きさ（体積）は等しく、重さが２40gのおもりに取りかえました。この
とき、ばねはかりに加わる力の大きさは重さが1２0gのおもりのときと比べて何倍ですか。
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　　図 3のように、軽い糸の一端を天井に取り付け、もう一端におもりを取り付け、振
ふ

り子
こ

を
作製しました。糸の長さを50cm、おもりの重さを100g、振れる角度を30°としたとき、振り
子の周期（ 1往復する時間）は1.4秒でした。

100g

50cm

30°

図 3  　　

問 5　次の（ 1）、（ ２）のように振り子の条件を変えたとき、周期はどのようになりますか。以
下のア～ウからそれぞれ選び、記号で答えなさい。

（ 1）　糸の長さ、振れる角度は変えずに、おもりの重さを２00gに変えたとき。

（ ２）　おもりの重さ、振れる角度は変えずに、糸の長さを100cmに変えたとき。

　ア．短くなる　　　イ．変わらない　　　ウ．長くなる

　　振り子の糸の長さ、おもりの重さ、振れる角度を変化させ、振り子の周期と最下点での速
さを測定した結果は表のようになりました。

表
糸の長さ〔cm〕 ２5 ２5 50 50 100 100 ２00 400
おもりの重さ〔g〕 100 ２00 100 ２00 100 ２00 300 100
振れる角度〔°〕 60 60 （ａ） 30 30 60 30 60
周期〔秒〕 （ｂ） 1 1.4 （ｃ） （ｄ） ２ （ｅ） 4

速さ 秒速
1.565m

秒速
1.565m

秒速
1.15m

秒速
1.15m

秒速
1.6２m

秒速
3.13m

秒速
２.3m

秒速
（ｆ）m

問 6　表の（ｃ）、（ｅ）、（ｆ）に当てはまる数値をそれぞれ答えなさい。
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　　図 4のように長さ50cmの同じ種類の軽い糸で吊るされたおもりA～Eをとなり合うように
並べました。その後、おもりAを振れる角度が30°となるように持ち上げ、静かにはなしまし
た。ただし、おもりＡ～Ｅの重さ、大きさ、材質はすべて同じものとします。

おもり A
おもりA

B C D E B C D E

50cm

30°

図 ４

問 7　おもりＡが最下点に到
とうたつ

達した後、おもりＢ～Ｅはどのように動きますか。次のア～カ
から選び、記号で答えなさい。

ア．おもりＢ～Ｅのすべてが一体となって振り子の運動をし、振れる角度は30°より小さ
くなる。

イ．おもりＢ～Ｅがそれぞればらばらに振り子の運動をし、振れる角度はすべてのおも
りが30°より小さくなる。

ウ．おもりＤ、Ｅが一体となって振り子の運動をし、振れる角度は30°より小さくなる。
エ．おもりＤ、Ｅがそれぞればらばらに振り子の運動をし、振れる角度はどちらのおも
りも30°より小さくなる。

オ．おもりＥのみが振り子の運動をし、振れる角度は30°より小さくなる。
カ．おもりＥのみが振り子の運動をし、振れる角度は30°となる。
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問 8　図 5のように、おもりＡが最下点に到達したとき、おもりＢはおもりＡとおもりＣの
両方から力を受けます。おもりＡから加わる力の大きさとおもりＣから加わる力の大き
さの関係として正しいものはどれですか。以下のア～ウから選び、記号で答えなさい。

おもりA

おもりA B C
おもりA

B C D EB C D E

30°

図 ５

ア．おもりＡから加わる力の方が大きい。
イ．おもりＣから加わる力の方が大きい。
ウ．おもりＡとおもりＣから加わる力の大きさは等しい。
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　　振り子のような運動をする身近な遊具としてブランコがあります。ブランコに立って乗る
際には、ブランコを漕

こ

ぐためにしゃがんだり、伸びあがったりすることが一般的です。どの
ようにブランコを漕ぐと大きく振れるのか考えていきましょう。
　　振り子運動の道筋は円の軌

き

道
どう

の一部です。このとき、以下の式が成り立ちます。

円の半径　×　速さ　＝　一定

　　ここでブランコを漕いだ状況を再現するために、図 6のようにおもりが最下点に到達した
とき、糸の長さを調節できるようにしました。

運動方向

糸を
短くする

もしくは

運動方向

運動方向

糸を
長くする

図 6

問 ９　ブランコに立って乗ったときと、座って乗ったときの、ブランコの周期の説明として
正しいものを次のア～ウから選び、記号で答えなさい。また、選んだ理由も答えなさい。

ア．ブランコに立って乗ったときの方が、周期は短くなる。
イ．ブランコに座って乗ったときの方が、周期は短くなる。
ウ．ブランコに立って乗っても座って乗っても、周期は変わらない。
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問10　以下の文章の（ 1）～（ 3）に当てはまる言葉をア～ウからそれぞれ選び、記号で答えな
さい。

　 　おもりが最下点に到達した 瞬
しゅん

間
かん

に、糸の長さを（ 1）【ア．短くする　イ．長くする　
ウ．変えない】と、おもりの速さが遅くなります。また、おもりが最下点に到達した瞬間に、
糸の長さを（ ２）【ア．短くする　イ．長くする　ウ．変えない】と、おもりの振れる角度が大
きくなります。つまり、ブランコを漕ぐとき、振れを大きくするには最下点で（ 3）【ア．しゃ
がむ　イ．伸びあがる　ウ．姿勢を変えない】ことが重要であるとわかります。
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2 　金属の粉末を右図のような装置を用いて空気中で加熱する
と、空気中の酸素と反応して金属の酸化物が生じます。たとえ
ば、マグネシウムを加熱すると酸化マグネシウムが生じ、銅を
加熱すると酸化銅が生じます。
　　燃焼させる金属の重さと、十分に酸素と反応させたときに生
じた酸化物の重さの関係は表 1、 2のようになりました。

　　また、ある濃さの塩酸が10cm3ずつ入った試験管に、いろい
ろな重さのマグネシウムを入れ、発生した気体Ａの体積をはか
りました。表 3はその結果です。

表 １
マグネシウムの重さ〔g〕 0.6 1.２ 1.8 ２.4
酸化マグネシウムの重さ〔g〕 1.0 ２.0 3.0 4.0

表 ２
銅の重さ〔g〕 0.8 1.6 ２.4 3.２
酸化銅の重さ〔g〕 1.0 ２.0 3.0 4.0

表 3
マグネシウムの重さ〔g〕 1.２ ２.4 3.6 4.8 6.0
発生した気体Aの体積〔L〕 1.２ ２.4 3.6 4.0 4.0

問 1　酸化マグネシウムと酸化銅の色を次のア～オから選び、それぞれ記号で答えなさい。

ア．黒色　　　イ．赤色　　　ウ．緑色　　　エ．銀色　　　オ．白色

金属の粉末
ステンレス皿
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問 2　気体Ａの性質として正しいものを、ア～コからすべて選び、記号で答えなさい。

ア．空気より重く、水に少し溶
と

ける。
イ．空気より重く、水によく溶ける。
ウ．空気より軽く、水にほとんど溶けない。
エ．空気より軽く、水によく溶ける。
オ．石灰水を白くにごらせる。
カ．鼻をさすようなにおいがある。
キ．においはない。
ク．燃えると水になる。
ケ．空気中に約80％含

ふく

まれている。
コ．空気中に約２0％含まれている。

問 3　空気中でマグネシウムの粉末を試験管に入れ、右
図のような装置を組んで加熱しました。
　マグネシウムを加熱しているときと、加熱を止め
てもとの温度にもどったときのゴム風船のようすを
次のア～ウからそれぞれ選び、記号で答えなさい。ま
た、その記号を選んだ理由もそれぞれ答えなさい。た
だし、装置の中と外との間で気体の出入りはないも
のとします。

ア．加熱前とかわらない。
イ．加熱前よりふくらんでいる。
ウ．加熱前よりしぼんでいる。

問 4　マグネシウムの重さと反応した酸素の重さの関係をグラフにしなさい。ただし、グラ
フをかくために必要な点は消さずに残しておくこと。

問 5　7.5gの酸化銅を得るためには、何gの銅を酸素と反応させればよいですか。

問 6　同じ重さのマグネシウムと銅をそれぞれ十分に加熱しました。このとき、それぞれの
金属と反応した酸素の重さの比を最も簡単な整数の比で答えなさい。

問 7　ステンレス皿の上に 9gの銅をのせて加熱しました。全体が同じ色に変わる前に加熱を
やめて重さをはかると10.5gでした。このとき反応した銅は、 9g中何％ですか。小数第
一位を四捨五入して、整数で答えなさい。

ゴム風船マグネシウム

空気が少し
入っている。
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問 8　マグネシウムと銅が混ざっている粉末15gを十分に加熱すると、２２.5gになりました。
もとの粉末に含まれていた銅の重さは何gですか。

問 ９　5.２gのマグネシウムを完全に反応させるために、ある濃さの塩酸は少なくとも何cm3必
要ですか。また、そのとき発生する気体Ａの体積は何Ｌですか。
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問題は次のページに続きます
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3 　火山の噴
ふん

火
か

が起きると、溶
ようがん

岩や火山灰、火山ガスによってその地域に生えていた植物は枯
か

れて、草木が生えていない荒
あ

れ地になります。それでも、長い年月が経つとやがて植物が生
えてきて、様子が変わっていきます。
　　噴火によって流れ出た溶岩が固まってできた荒れ地では、土から水分や養

ようぶん

分を得ることが
できないため、多くの植物は生育できません。このような荒れ地でまず生育してくるのは、コ
ケ植物です。また、しばらくすると、（　①　）などの種子が他の場所から運ばれてきて育ち、
草原になります。コケ植物や草は枯れて分解されると、土の量が増えて養分も多くなります。
すると、他の場所から運ばれてきた（　②　）などの種子が発芽し、成長を始めます。数十年
もすると、（　②　）などの木々が林をつくります。
　　林の内部は日当たりが悪く、日当たりの良いところでしか育つことができない（　②　）な
どの植物は枯れ、（　③　）など日当たりが悪くても育つことができる植物の幼木が育ちます。
最終的には、（　③　）などが中心の林になります。
　　次の図 1は、荒れた土地に森林が形成されていく様子を示したものです。ただし、問題文
中の空

くうらん

欄の番号と図 1の番号には、同じ植物の名まえが入ります。

荒れ地 コケ植物
①など

②など

③など

図 １
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問 1　噴火した際に噴出した火山灰などが陸上や水底につもって地層ができることがありま
す。

（ 1）　上の地層の重みでかたい岩石になったものを、たい積岩といいます。火山から噴
き出たものからできたたい積岩として正しいものを次のア～オから選び、記号で答
えなさい。

　ア．れき岩　　　イ．でい岩　　　ウ．ぎょう灰岩　　　エ．砂岩　　　オ．石灰岩

（ ２）　生物の死がいなどが地層の中に残されたものを化石といいます。地層ができた当
時の環

かん

境
きょう

を知る手がかりになる化石として正しいものを次のア～エからすべて選
び、記号で答えなさい。

　ア．サンゴ　　　イ．サンヨウチュウ　　　ウ．フズリナ　　　エ．アサリ

（ 3）　化石の中にはさらに変化して石油や石炭となったものがあります。石油や石炭は
エネルギー資源として利用されることから、何と呼ばれていますか。

問 2　（　①　）～（　③　）に入る植物の名まえを次のア～カからそれぞれ ２つずつ選び、記
号で答えなさい。

ア．マツ　　　　　イ．シイ　　　　　　ウ．ススキ
エ．カシ　　　　　オ．コナラ　　　　　カ．タンポポ

問 3　コケ植物には次のア～エのような特ちょうがあります。コケ植物が荒れ地で生育でき
る理由として最も適切なものを次のア～エから選び、記号で答えなさい。

ア．根・茎
くき

・葉の区別がない。　　　イ．からだ全体で水を吸収する。
ウ．維

い

管
かん

束
そく

がない。　　　　　　　　エ．胞
ほう

子
し

で増える。
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問 4　図 ２は、 ２種類の植物ＡとＢにおける光の強さと植物による二酸化炭素の吸収・放出
量の関係を表したグラフです。

光の強さ

植物B

植物A

Y

ZX
0

二
酸
化
炭
素

の
吸
収
量

二
酸
化
炭
素

の
放
出
量

図 ２

（ 1）　光の強さＸ～Ｚの点では、植物Ａの光合成や呼吸はどのように行われていると考
えられますか。適切なものを次のア～オからそれぞれ選び、記号で答えなさい。

　ア．光合成しか行っていない。
　イ．呼吸しか行っていない。
　ウ． 光合成、呼吸の両方が行われているが、呼吸よりも光合成の方が盛んに行われて

いる。
　エ． 光合成、呼吸の両方が行われているが、光合成よりも呼吸の方が盛んに行われて

いる。
　オ．光合成と呼吸の両方が同じくらい行われており、見かけ上、気体の出入りがない。

（ ２）　植物Ａは、光の強さがＹのとき成長しますか。「する」または「しない」で答えなさい。

（ 3）　下線部で示した「日当たりが悪くても育つことができる植物」は、植物ＡとＢのど
ちらですか。「Ａ」または「Ｂ」で答えなさい。
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問 5　農太くんは、荒れ地に植物の種子がどのように運ばれてくるのかに興味をもち、植物
の種子について調べてみると、種子の運ばれ方には次のような方法があることがわかり
ました（図 3）。

あ風にのって運ばれる いさやなどがはじけた勢いで運ばれる う転がって運ばれる

図 3

（ 1）　農太くんが調べた 3つの方法以外に、動物のからだに付いて運ばれる種子があり
ます。この種子をつくる植物として正しいものを次のア～エから選び、記号で答え
なさい。

　ア．マツ　　　イ．アサガオ　　　ウ．クヌギ　　　エ．オナモミ

（ ２）　農太くんが調べた 3つの方法のうち、荒れ地に最初に侵
しん

入
にゅう

すると考えられる種子
は、どの方法で運ばれるものですか。適切なものを図 3のあ～うから選び、記号で
答えなさい。

（ 3）　種子の運ばれ方には、農太くんが調べた 3つの方法と動物のからだに付いて運ば
れる方法以外に、どのような方法がありますか。
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4 　図 1は、太陽を中心に公転する地球の様子を模式的に示したものです。地球は地
ち

軸
じく

を公転
面に対して約66.6度傾

かたむ

けながら公転しています。図 1のＡ～Ｄは、春分・夏至・秋分・冬至
の日のいずれかの地球の位置を示しています。

A

D

C

B

図 １

問 1　地球は、図 1のように地軸を傾けて公転しています。このために起こる現象として正
しいものを次のア～ウから選び、記号で答えなさい。

ア．太陽が地球の周りをまわっているように見える。
イ．昼と夜の長さがどの地点でも同じになる。
ウ．太陽の南中高度が毎日少しずつ変化する。

問 2　日本が夏至のときの地球の位置を図 1のＡ～Ｄから選び、記号で答えなさい。

問 3　地球が図 1のＤの位置にあるときに、昼が最も長い地点を次のア～オから選び、記号
で答えなさい。

ア．赤道上の地点
イ．北

ほく

緯
い

35度上の地点
ウ．北緯50度上の地点
エ．南緯35度上の地点
オ．南緯50度上の地点
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問 4　 1日の星の動きは、地球の自転による見かけの動きです。次の①と②の地点での星の
動きを表しているものとして正しいものを、以下のア～オからそれぞれ選び、記号で答
えなさい。

①　北極　　　②　南半球（南緯30度）

ア

地軸

地
平
線

イ

地軸

地
平
線

ウ

地軸

地
平
線

南
東

西
北

エ

地軸

30°

地
平
線

北
東

西
南

オ

地軸

30°

地
平
線

南
西

東
北

問 5　地球が地軸を公転面に対して90度傾けながら公転しているとすれば、太陽の見え方、
昼夜の長さや季節はどのように変わりますか。考えられる変化として最も適当なものを、
次のア～エから選び、記号で答えなさい。

ア．太陽が止まっているように見える。
イ．一日ごとの気温変化がほとんどなくなるため、季節変化がなくなる。
ウ．太陽側の半分は一日ずっと昼になり、反対側は一日ずっと夜になる場所に分かれる。
エ．太陽の南中高度が毎日大きく変化する。
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　　図 2は地球の公転と星座の様子を表しており、図 2のＡ～Ｄは図 1の地球と同じ位置を示
しています。地球が太陽の周りを公転するため、地球から見た太陽は約 1年かかって図 2の
通り道Ｙを一周しているように見えます。点線Ｚは公転面に対して垂直な直線であり、Ｘは
点線Ｚを対

たい

称
しょう

軸
じく

として北極星と対称な位置にある星を表しています。また、それぞれの星座
は春分・夏至・秋分・冬至の日に南中する星座を示しています。

地球 太陽B DC

A

おとめ座
ふたご座

うお座

いて座

Y

Z

X 北極星

図 ２

問 6　図 ２の通り道Ｙを何と呼びますか。漢字で答えなさい。

問 7　秋分の日の満月は何座の方向に見えますか。図 ２の星座の中から選びなさい。

問 8　地球がＢの位置にあるとき、明け方に西の空の地平線上に見える星座はどれですか。
図 ２の星座の中から選びなさい。

問 ９　日本のある地点で、午前 0時に南中しているうお座を観測しました。この 9ヶ月後に
太陽が沈

しず

むとき、西の空の地平線上に見える星座はどれですか。図 ２の星座の中から選
びなさい。
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　　現在、地球の地軸は北極星（こぐま座のアルファ星）の方向を向いていますが、長い時間を
かけてその向きを変えることが分かっています。地球の地軸はまわっているコマが首をふる
ような首ふり運動を約26000年の周期で行っています。これには地球にはたらく月や太陽な
どの引力が影

えいきょう

響しています。今から約12000年後には、こと座のベガが北極星になるといわ
れています。

問10　地軸の先の星の位置が約13000年後に図 ２のＸだとすると、日本の季節における星座
の見え方は変化します。次の（ 1）～（ 3）は図 3のように地軸の先がＸを向いているもの
として答えなさい。ただし、地軸の先が図 ２の天球上のＸだとしても、地球の公転軌道
や星の位置は現在と同じとします。また、地球上の日本の位置も図 3のように変わらな
いとします。

現在

地軸

北極星
Z

約13000年後

地軸

X
Z

図 3

（ 1）　約13000年後の日本において、太陽がいて座の方向に見えるのはいつですか。最
も当てはまるものを次のア～ウから選び、記号で答えなさい。

　ア．昼と夜の長さが同じ日
　イ．昼の長さが一番長い日
　ウ．夜の長さが一番長い日

（ ２）　約13000年後の日本において、太陽が沈むときにおとめ座が南中するのはいつです
か。最も当てはまるものを（ 1）のア～ウから選び、記号で答えなさい。

（ 3）　約13000年後の日本において、南中高度が最も高い星座はどれですか。図 ２の星座
の中から選びなさい。
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