
一

次
の
文
章
は
、
小
林
朋
道
さ
ん
の
『
先
生
、
巨
大
コ
ウ
モ
リ
が
廊
下
を
飛
ん
で
い
ま
す
！
』
の
一
部
で
す
。
大
学
教
授
の
小
林
さ
ん
は
、

あ
る
日
学
生
が
見
つ
け
た
木
の
化
石
を
引
き
取
り
、
研
究
室
で
観
察
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
よ
く
読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

そ
の
事
件
が
起
こ
っ
た
の
は
、
化
石
を
研
究
室
に
置
い
た
翌
朝
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

部
屋
に
入
っ
て
み
る
と
白
い
机
の
上
で
た
く
さ
ん
の
黒
い
点
が
動
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。
す
ぐ
に
、
こ
れ
は
ア
リ
だ
な
、
と
思
っ
た
。

最
初
は
、
部
屋
の
外
か
ら
何
か
に
ひ
か
れ
て
入
っ
て
き
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
机
の
上
に
は
、
少
な
く
と
も
目
に
見
え
る
範
囲
で
は
ア
リ

は
ん

い

㋐
傍
線
部

の
餌
に
な
る
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
私
の
感
覚
で
は
ニ
ン
チ
で
き
な
い
何
か
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

え
さ

Ａ

、
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
、
そ
の
ア
リ
た
ち
は
ど
う
も
木
の
化
石
か
ら
出
て
き
て
い
る
。
石
の
上
に
も
ア
リ
が
這
っ
て
い
る
。
し

は

か
し
、
石
の
ど
こ
か
ら
出
て
き
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

号

ど
こ
か
わ
か
ら
な
い
が
き
っ
と
、
こ
の
石
の
中
に
巣
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

番

ち
が

夕
方
に
な
る
と
、
ア
リ
た
ち
は
皆
、
石
の
中
に
入
っ
て
い
き
、
朝
に
な
る
と
ま
た
出
て
き
た
。

験

み
な

㋑
傍

線
部

（
注
１
）

彼
ら
は
こ
の
空
間
で
全
生
活
を
イ
ト
ナ
ん
で
い
る
ん
だ
。
喉
が
渇
い
て
は
い
け
な
い
。
腹
が
へ
っ
た
ら
か
わ
い
そ
う
だ
。
シ
ャ
ー
レ
に
水
を
入

受

の
ど

か
わ

れ
て
、
石
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
置
い
て
お
く
。
別
の
シ
ャ
ー
レ
に
は
ク
ッ
キ
ー
の
断
片
や
蝶
の
は
ね
を
入
れ
て
お
く
。

は
な

ち
ょ
う

石
か
ら
シ
ャ
ー
レ
を
少
し
離
し
て
お
い
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
。
近
す
ぎ
る
と
ア
リ
た
ち
が
運
動
不
足
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
か

は
な

ら
だ
。
あ
る
程
度
運
動
も
し
な
い
と
体
を
壊
す
か
も
し
れ
な
い
。

）

こ
わ

ち
な
み
に
、
こ
れ
は
単
な
る
擬
人
的
な
親
心
だ
け
で
は
な
い
。
巣
を
出
て
、
餌
を
求
め
て
歩
き
回
る
と
い
う
ア
リ
本
来
の
生
態
を
机
の
上
の
空

一

ぎ

じ

ん

て

き

え
さ

間
で
実
現
さ
せ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
俗
っ
ぽ
く
言
う
と
、
机
の
上
の
少
し
広
い
空
間
を
、
ア
リ
た
ち
の
生
態
系
小
宇
宙
に
し
た
か
っ
た
の
で

ぞ
く

の

あ
る
。

木
の
化
石
を
真
ん
中
に
置
い
た
机
上
の
空
間
の
中
で
、
ア
リ
た
ち
は
全
生
活
を
遂
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
面
白
い
。
ロ
マ
ン
が
あ
る
。

そ

す
い
こ
う

①
そ
そ

そ
れ
が
、
研
究
室
の
中
で
静
か
に
展
開
し
て
い
る
。

（

②
並
々
な
ら
な
い

㋒
傍
部

Ｂ

、
な
ぜ
私
は
、
こ
ん
な
対
象
に
並
々
な
ら
な
い
興
味
を
感
じ
、
快
い
気
持
ち
で
見
入
る
の
だ
ろ
う
か
。

語

命
を
も
っ
て
自
立
的
に
生
活
す
る
ア
リ
た
ち
と
、
そ
し
て
彼
ら
を
取
り
巻
く
巣
や
餌
や
水
な
ど
が
織
り
な
す
生
態
系
小
宇
宙
が
な
ぜ
こ
ん
な
に

え
さ

私
を
ひ
き
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

国

㋓
傍

線
部

現
代
の
知
の
巨
人
と
よ
ば
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
生
物
学
者
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
チ
ョ
シ
ョ
『
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
―
人
間
と
生
物
の
絆
』
の
中
で
次
の

き
よ
じ
ん

き
ず
な

期

よ
う
な
文
章
を
書
い
て
い
る
。

ヒ
ト
の
脳
は
、
ホ
モ
・
ハ
ビ
リ
ス
の
時
代
か
ら
石
器
時
代
後
期
の
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
に
至
る
約
二
〇
〇
万
年
の
あ
い
だ
に
、
現
在
の
か
た
ち

Ⅰ

③
並
々
な
ら
な
い

に
進
化
し
て
き
た
。
そ
の
間
、
人
々
は
狩

猟
採
集
民
と
し
て
群
れ
を
つ
く
り
、
ま
わ
り
の
自
然
環
境
と
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。

し
ゅ
り
ょ
う

か
ん
き
よ
う

学

そ
の
な
か
で
は
、
蛇
は
重
要
な
存
在
だ
っ
た
。
い
や
、
水
の
匂
い
、
ハ
チ
の
羽
音
、
植
物
の
茎
が
ど
ち
ら
の
方
向
に
曲
が
っ
て
い
る
か
さ
え
重
要

へ
び

に
お

く
き

（
注
２
）

（
注
３
）

④
並
々
な

ら
な
い

だ
っ
た
。
そ
の
時
代
に
は
、
「
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
の
恍
惚
」
は
適
応
的
な
価
値
を
持
っ
て
い
た
。
草
の
中
に
隠
れ
て
い
る
小
動
物
を
見
つ
け
ら
れ
る

中

こ

う

こ

つ

か
く

か
ど
う
か
で
、
そ
の
晩
の
食
事
に
あ
り
つ
け
る
か
、
腹
を
空
か
せ
た
ま
ま
で
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
が
決
ま
る
の
で
あ
る
。
未
知
の
怪
物
や
這

す

か
い
ぶ
つ

は

い
寄
っ
て
く
る
生
き
物
を
前
に
し
た
と
き
覚
え
る
恐
怖
の
感
覚
、
背
筋
が
ぞ
く
ぞ
く
す
る
よ
う
な
魅
惑
は
、
人
々
を
明
日
の
朝
ま
で
無
事
に
過
ご

き
よ
う

ふ

み

わ

く

さ
せ
て
く
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
感
覚
は
、
現
在
の
不
毛
な
都
会
の
た
だ
な
か
に
住
む
わ
れ
わ
れ
で
さ
え
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

数
百
万
年
も
の
間
、
狩

猟
採
集
を
続
け
て
き
た
わ
れ
わ
れ
人
類
の
脳
は
、
そ
の
生
活
に
適
応
し
て
、
生
物
の
習
性
に
特
に
興
味
を
感
じ
る
よ
う

し
ゅ
り
ょ
う

⑤
並
々
な
ら
な
い

㋔
傍
線
部

な
構
造
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
〝
癖
〟
の
脳
を
備
え
た
ソ
セ
ン
が
よ
り
多
く
生
き
残
り
、
数
百
万
年
の
間
に

く
せ

数
を
増
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

Ｃ

、
わ
れ
わ
れ
の
脳
に
は
、
そ
の
よ
う
な
癖
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
適
応
的
癖
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ど
の
癖
が
特
に
強
く

く
せ

く
せ

く
せ

活
性
化
さ
れ
る
か
は
、
人
に
よ
っ
て
違
う
だ
ろ
う
。

ち
が

た
と
え
ば
、
こ
れ
も
狩

猟
採
集
生
活
の
中
で
重
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
道
具
の
創
作
や
操
作
と
い
っ
た
無
生
物
的
な
対
象
へ
の
関
心
が
強

し
ゅ
り
ょ
う

く
活
性
化
さ
れ
た
人
は
、
今
日
、
ア
リ
で
は
な
く
機
械
類
に
強
く
ひ
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

他
人
の
行
動
や
心
理
の
理
解
へ
の
関
心
に
か
か
わ
る
癖
が
強
く
活
性
化
さ
れ
た
人
は
、
他
人
と
接
し
て
社
会
的
に
や
り
と
り
す
る
こ
と
に
大
き

く
せ

な
楽
し
み
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

私
は
、
道
具
を
作
っ
た
り
操
作
し
た
り
す
る
こ
と
も
好
き
だ
し
、
親
し
い
人
た
ち
と
接
す
る
の
も
好
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
〔

Ⅰ

〕

で
あ
る
。



ア
リ
が
巣
か
ら
出
て
周
囲
を
探
索
す
る
様
子
、
ア
リ
が
机
の
上
の
水
滴
を
飲
む
様
子
、
ア
リ
が
仲
間
同
士
で
触
角
を
ふ
れ
あ
わ
せ
る
様
子
な
ど

た
ん
さ
く

す
い
て
き

し
よ
つ
か
く

見
て
い
て
ワ
ク
ワ
ク
す
る
し
、
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
行
動
に
出
く
わ
し
た
と
き
な
ど
、
〝
背
中
が
ぞ
く
ぞ
く
す
る
よ
う
な
〟
感
覚

を
覚
え
る
こ
と
が
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
い
う
〝
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
の
恍
惚
〟
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

こ
う
こ
つ

（
注
１
）
シ
ャ
ー
レ･

･
･

理
科
の
実
験
な
ど
に
用
い
る
、
ガ
ラ
ス
製
の
底
の
浅
い
容
器
。

（
注
２
）
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト･

･
･

自
然
・
野
生
動
物
な
ど
に
強
い
関
心
を
持
つ
人
。

（
注
３
）
恍
惚･

･
･

物
事
に
心
を
奪
わ
れ
う
っ
と
り
す
る
さ
ま
。

こ
う
こ
つ

う
ば

号

問
一

文
中

部

～

の
漢
字
に
は
よ
み
が
な
を
つ
け
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

番

ニ

ン

チ

イ

ト

ナ

快

チ

ョ

シ

ョ

ソ

セ

ン

験受

㋐

㋑

ん
で

㋒

い

㋓

㋔

）

問
二

文
中
空
ら
ん
Ａ
～
Ｃ
に
入
る
こ
と
ば
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

二

ア

も
ち
ろ
ん

イ

な
ぜ
な
ら

ウ

と
こ
ろ
が

Ａ

Ｂ

Ｃ

の

エ

と
こ
ろ
で

オ

た
と
え
ば

そ（

問
三

文
中
傍
線
部
部
①
「
そ
れ
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
か
。
次
の
文
の
空
ら
ん
に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
探

し
、
ぬ
き
出
し
な
さ
い
。

語

と
い
え
る
限
ら
れ
た
空
間
の
中
で
、

国期

ア
リ
た
ち
が

す
る
こ
と
。

Ⅰ

問
四

文
中
傍
線
部
部
②
「
並
々
な
ら
な
い
」
と
同
じ
意
味
の
こ
と
ば
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

学

ア

少
な
く
な
い

イ

非
常
に
強
い

ウ

ば
か
ば
か
し
い

エ

お
も
し
ろ
い

中

問
五

文
中
傍
線
部
部
③
「
暮
ら
し
て
い
た
」
の
主
語
は
ど
れ
で
す
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
人
々
は

イ
人

々
は

ウ
人

々
は

エ
人

は

③

人
々
は

狩

猟
採
集
民
と
し
て

群
れ
を
つ
く
り
、
ま
わ
り
の
自
然
環
境
と

密
接
な

関
係
を
保
っ
て

暮
ら
し
て
い
た
。

し
ゅ
り
ょ
う

か
ん
き
よ
う

問
六

文
中
傍
線
部
部
④
「
適
応
的
な
価
値
を
持
っ
て
い
た
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

野
生
動
物
の
習
性
に
関
心
を
持
つ
こ
と
で
、
よ
り
安
全
に
生
き
延
び
る
可
能
性
が
高
ま
る
と
い
う
こ
と
。

イ

私
た
ち
が
現
代
の
都
会
で
暮
ら
し
て
い
く
上
で
も
、
野
生
動
物
の
習
性
は
役
に
立
つ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

ウ

野
生
動
物
の
習
性
に
関
心
を
持
つ
こ
と
で
、
動
物
に
つ
い
て
よ
り
深
い
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

エ

野
生
動
物
の
習
性
を
知
り
、
動
物
た
ち
を
ま
ね
た
生
活
を
送
る
こ
と
で
、
危
険
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

さ



問
七

文
中
傍
線
部
部
⑤
「
そ
う
い
う
〝
癖
〟
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
癖
」
と
は
脳
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
ま

く
せ

く
せ

す
か
。
説
明
し
な
さ
い
。

問
八

文
中
〔

Ⅰ

〕
に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

そ
れ
以
上
に
野
生
動
物
の
習
性
に
じ
か
に
接
す
る
こ
と
が
好
き

号

イ

そ
れ
以
上
に
人
類
が
進
化
し
て
き
た
過
程
を
考
え
る
こ
と
が
好
き

番

ウ

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
道
具
の
創
作
な
ど
無
生
物
的
な
対
象
の
方
が
好
き

験

エ

ど
ち
ら
の
癖
が
特
に
強
く
活
性
化
し
て
い
る
か
自
分
で
は
わ
か
ら
な
い
の

受

く
せ

問
九

本
文
の
内
容
に
合
う
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

人
間
は
長
い
間
狩
猟
生
活
を
続
け
て
き
た
の
で
、
野
生
動
物
に
対
す
る
深
い
愛
情
を
全
て
の
人
が
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

）

イ

私
た
ち
の
脳
は
さ
ま
ざ
ま
な
適
応
的
癖
が
備
わ
っ
て
い
て
、
人
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
に
興
味
を
持
つ
か
は
違
っ
て
い
る
。

三

く
せ

そ
な

ち
が

ウ

便
利
な
現
代
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
野
生
動
物
の
習
性
を
知
ら
な
く
て
も
安
全
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

の

エ

ア
リ
た
ち
の
全
生
活
を
机
上
で
観
察
す
る
と
、
ア
リ
も
人
間
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
違
っ
た
癖
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ち
が

く
せ

そ（語国

二

次
の
文
章
は
阿
部
夏
丸
さ
ん
の
『
峰
雲
へ
』
の
一
部
で
す
。
よ
く
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

伸
一
・
正
治
・
拓
郎
は
同
じ
学
校
の
小
学
校
六
年
生
。
三
人
と
も
川
で
釣
り
を
す
る
の
が
大
好
き
だ
。
拓
郎
の
祖
父
源
造
（
源
さ
ん
）
は
矢
作

期

し
ん
い
ち

ま

さ

じ

た
く
ろ
う

つ

た
く
ろ
う

げ
ん
ぞ
う

や

は
ぎ

川
の
最
後
の
川
漁
師
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
漁
の
達
人
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
三
人
は
源
さ
ん
の
舟
に
乗
せ
て
も
ら
い
川
漁
を
楽
し
ん
だ
。
そ
の
翌

Ⅰ

日
源
さ
ん
は
亡
く
な
り
、
そ
の
お
葬
式
の
日
、
思
い
出
の
桟
橋
に
三
人
は
集
ま
っ
た
。

そ
う
し
き

さ
ん
ば
し

学

「
大
往
生
な
ん
だ
っ
て
さ
」

み
上
げ
て
く
る
悲
し
み
と
涙
を
こ
ら
え
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ
に
分
か
っ

な
み
だ

「
大
往
生
？
」

た
。

中

「
八
十
近
く
ま
で
、
好
き
な
川
漁
を
や
っ
て
死
ん
だ
ん
だ
か
ら
、
幸
せ

「
じ
い
ち
ゃ
ん
は
ね
、
好
き
で
川
漁
師
や
っ
て
た
ん
だ
け
ど
ね
、
寂
し

さ
び

な
ん
だ
っ
て
さ
。
道
楽
を
や
り
通
し
て
死
ん
だ
ん
だ
か
ら
、
も
う
、
思

か
っ
た
ん
だ
よ
。
み
ん
な
が
、
次
々
川
漁
師
を
や
め
て
い
っ
ち
ゃ
う
の

い
残
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
っ
て
さ
」

が
、
寂
し
か
っ
た
ん
だ
よ
。
最
後
の
川
漁
師
な
ん
て
、
呼
ば
れ
た
く
な

さ
び

「
そ
う
か･

･
･
･
･
･

」

か
っ
た
ん
だ
。
い
つ
も
僕
に
、
そ
う
言
っ
て
た
ん
だ･

･
･
･
･
･

」

ぼ
く

「
勝
手
だ
よ
ね
。
み
ん
な
、
勝
手
だ
よ
ね
！
」

拓
郎
の
声
が
、
我
慢
し
切
れ
ず
涙
声
に
変
わ
っ
た
。

た
く
ろ
う

が

ま
ん

な
み
だ

「
え
っ
？
」

桟
橋
の
先
端
で
、
背
中
を
向
け
て
泣
い
て
い
る
拓
郎
が
い
た
。
そ
れ

さ
ん
ば
し

せ
ん
た
ん

た
く
ろ
う

①
〔

②

〕
を
飲

だ

④sugata

突
然
、
声
を
荒
立
て
た
拓
郎
に
、
二
人
は
〔

〕
を
飲
ん
だ
。

を
黙
っ
て
見
守
る
正
治
が
い
た
。
伸
一
は
、
二
人
の
後
ろsugata

を
見

あ

ら

だ

た
く
ろ
う

だ
ま

ま

さ

じ

し
ん
い
ち

「
み
ん
な
し
て
、
や
り
た
い
こ
と
や
っ
た
ん
だ
か
ら
思
い
残
す
こ
と
な

な
が
ら
、

Ⅰ

い
な
ん
て
。
死
ん
だ
っ
て
、
幸
せ
な
ん
だ
っ
て
。
ウ
ソ
だ
よ
。
じ
い
ち

「
お
い
、
伸
一
」

し
ん
い
ち

ゃ
ん
も
っ
と
、
魚
が
採
り
た
か
っ
た
ん
だ
よ
。
も
っ
と
、
川
に
出
た
か

正
治
が
、
口
を
開
い
た
。
し
か
し
、
振
り
返
り
は
せ
ず
、
伸
一
に
背

ま

さ

じ

ふ

し
ん
い
ち

っ
た
ん
だ
よ
。
い
つ
も
、
そ
う
言
っ
て
た
ん
だ
。
み
ん
な
知
ら
な
い
ん

を
向
け
た
ま
ま
だ
。

②
勝
手
だ
よ
ね
。
み
ん

⑤
三
人
だ
け
の
葬

だ
。
最
後
の
川
漁
師
な
ん
て
お
だ
て
る
く
せ
に
、
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
も

「
い
い
か
、
今
か
ら
こ
こ
で
源
さ
ん
の
葬
式
を
や
る
。
三
人
だ
け
の
葬

そ
う
し
き

そ
う

な
、
勝
手
だ
よ

ね
！

式

っ
と
、
も
っ
と
や
り
た
か
っ
た
こ
と
、
誰
も
知
ら
な
い
ん
だ
」

式
を
や
る
。
い
い
な
」

だ
れ

し
き

③
み
ん
な

拓
郎
は
、
一
気
に
そ
こ
ま
で
話
し
切
る
と
、
ぐ
っ
と
口
を
閉
ざ
し
た
。
込

「
う
ん
」

た
く
ろ
う

こ



（
注
）

「
俺
は
家
か
ら
酒
を
持
っ
て
く
る
。
お
前
は
、
源
さ
ん
に
も
ら
っ
た
刺
網

ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、

お
れ

さ
し
あ
み

を
持
っ
て
こ
い
。
誰
に
も
見
つ
か
る
な
よ
」

木
魚
の
音
だ
っ
た
。

だ
れ

「
分
か
っ
た
」

「
い
い
じ
ゃ
ん
。
い
い
じ
ゃ
ん
」

正
治
ら
し
い
、
て
き
ぱ
き
と
し
た
指
令
だ
っ
た
。

「
い
い
ね
。
い
い
ね
」

ま

さ

じ

㋑
コ
ロ
び

「
拓
郎
。
お
前
は
こ
こ
で
待
っ
て
ろ
。
い
い
な
、
俺
た
ち
が
帰
っ
て
く

正
治
も
伸
一
も
、
木
の
棒
を
ヒ
ロ
い
流
木
を
叩
い
た
。

た
く
ろ
う

お
れ

ま

さ

じ

し
ん
い
ち

た
た

る
ま
で
に
泣
き
止
む
ん
だ
ぞ
。
め
そ
め
そ
し
た
葬
式
は
、
や
ら
ね
え
か

ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、

そ
う
し
き

ら
な
」

本
物
の
木
魚
の
音
に
は
似
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
乾
い
た
響
き
で
、

か
わ

ひ
び

拓
郎
は
、

Ⅱ

心
が
う
き
う
き
と
す
る
よ
う
な
愛
嬌
の
あ
る
音
だ
っ
た
。

号

た
く
ろ
う

あ
い
き
よ
う

㋒
コ
び

「
伸
一
。
早
く
い
け
」

三
人
は
、
一
列
に
並
ぶ
格
好
で
、
左
の
脇
に
一
本
の
流
木
を
抱
え
た
。

番

し
ん
い
ち

わ
き

か
か

ど
う
や
ら
、
正
治
は
顔
を
見
ら
れ
た
く
な
い
の
だ
な
と
、
伸
一
は
思

先
頭
に
正
治
、
真
ん
中
に
伸
一
、
後
ろ
に
拓
郎
が
続
い
た
。
そ
し
て
、

験

ま

さ

じ

し
ん
い
ち

ま

さ

じ

し
ん
い
ち

た
く
ろ
う

っ
た
。

右
手
に
持
っ
た
木
の
棒
で
流
木
を
叩
き
な
が
ら
歩
い
た
。

受

た
た

三
人
の
少
年
が
散
り
散
り
に
な
っ
て
か
ら
、
再
び
こ
の
桟
橋
に
集
ま

ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、

さ
ん
ば
し

る
ま
で
、
二
十
分
ほ
ど
の
時
間
が
か
か
っ
た
。

ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
。

）

「
伸
一
、
拓
郎
は
？
」

一
本
の
流
木
を
運
ぶ
三
人
の
足
並
み
は
、
し
だ
い
に
揃
い
始
め
た
。

し
ん
い
ち

た
く
ろ
う

そ
ろ

四

「
そ
れ
が
、
い
な
い
ん
だ
よ
。
帰
っ
た
の
か
な
ぁ
」

ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、

二
人
は
、
桟
橋
の
上
か
ら
背
伸
び
を
す
る
よ
う
に
、

Ⅲ

ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
。

の

さ
ん
ば
し

せ

の

㋓
コ

ロ
び

「
な
あ
、
あ
れ
拓
郎
じ
ゃ
な
い
か
？
」

や
が
て
、
流
木
を
叩
く
三
人
の
コ
キ
ュ
ウ
も
揃
い
始
め
た
、
そ
れ
は

た
く
ろ
う

た
た

そ
ろ

㋔
コ
ロ

び

そ

下
流
の
河
原
に
小
さ
く
見
え
る
人
影
を
見
て
、
伸
一
が
言
っ
た
。

河
原
を
い
く
リ
ッ
パ
な
行
進
の
よ
う
だ
っ
た
。
真
っ
青
な
空
に
は
、
ト

ひ
と
か
げ

し
ん
い
ち

（

「
お
ー
い
。
拓
郎
」

ン
ビ
が
一
羽
、
く
る
く
る
と
旋
回
を
し
て
お
り
、
三
人
の
行
進
を
不
思

た
く
ろ
う

せ
ん
か
い

㋐
コ
ロ
び

砂
に
足
を
取
ら
れ
て
コ
ロ
び
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
、
二
人
は
全
力

議
そ
う
に
眺
め
て
い
る
よ
う
で
も
あ
っ
た
。

語

な
が

で
走
っ
た
。
近
寄
っ
て
み
る
と
拓
郎
は
、
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
ひ

桟
橋
の
先
端
に
は
、
刺
網
と
一
升
瓶
が
で
ん
と
置
か
れ
て
い
た
。
そ

た
く
ろ
う

さ
ん
ば
し

せ
ん
た
ん

さ
し
あ
み

い
つ
し
よ
う
び
ん

国

と
抱
え
も
あ
る
流
木
を
引
き
ず
っ
て
い
た
。
流
木
は
、
乾
燥
し
て
は
い

し
て
、
そ
の
周
り
は
拓
郎
の
摘
ん
で
き
た
タ
ン
ポ
ポ
や
ス
ミ
レ
、
ヒ
メ

か
か

か
ん
そ
う

た
く
ろ
う

つ

る
も
の
の
、
か
な
り
重
そ
う
だ
。

ジ
オ
ン
な
ど
の
野
の
花
で
彩
ら
れ
て
い
る
。
三
人
は
、
そ
の
手
前
に
置

期

い
ろ
ど

「
ど
う
す
る
ん
だ
？
そ
ん
な
も
の
」

い
た
流
木
の
前
に
並
ん
で
座
り
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
と
、
そ
れ
を
叩た

た

⑥
勝
手
だ

よ
ね
。
み
ん
勝

Ⅰ

と
、
正
治
が
〔

〕
を
ひ
ね
っ
て
た
ず
ね
た
。

き
続
け
て
い
た
。

ま

さ

じ

「
だ
っ
て
お
葬
式
や
る
ん
で
し
ょ
」

ど
れ
く
ら
い
の
時
間
が
経
っ
た
の
だ
ろ
う
。
飽
き
っ
ぽ
い
伸
一
で
さ

学

そ
う
し
き

た

あ

し
ん
い
ち

拓
郎
は
、
そ
う
言
う
と
ズ
ボ
ン
の
ベ
ル
ト
に
差
し
て
い
た
木
の
棒
を

え
、
自
分
で
驚
く
ほ
ど
座
り
続
け
て
い
た
。
源
造
へ
の
思
い
が
そ
う
さ

た
く
ろ
う

お
ど
ろ

中

刀
の
よ
う
に
抜
い
た
。
正
治
も
伸
一
も
、

Ⅳ

せ
た
の
か
、
三
人
で
叩
く
流
木
の
心
地
よ
さ
が
そ
う
さ
せ
た
の
か
、
誰

ぬ

ま

さ

じ

し
ん
い
ち

た
た

だ
れ

「
見
て
て
よ･

･
･
･
･
･

」

に
も
分
か
ら
な
か
っ
た
。

拓
郎
は
、
リ
ズ
ム
よ
く
、
木
の
棒
で
流
木
を
叩
い
た
。

た
く
ろ
う

た
た

（
注
）
刺
網

･
･
･
･

魚
な
ど
を
採
る
た
め
の
網
の
一
種
。

さ
し
あ
み

あ
み

問
一

文
中

部

～

の
漢
字
に
は
よ
み
が
な
を
つ
け
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

コ

ロ

ヒ

ロ

格

好

コ

キ

ュ

ウ

リ

ッ

パ

㋐

び

㋑

い

㋒

㋓

㋔

な



問
二

文
中
傍
線
部
部
の
空
ら
ん
①
・
⑥
に
、
下
の(

)

の
意
味
に
な
る
よ
う
に
、
漢
字
一
字
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。

①

を
飲
ん
だ
（
は
っ
と
驚
く
）

⑥

を
ひ
ね
っ
て
（
疑
問
に
思
う
）

お
ど
ろ

問
三

文
中
傍
線
部
部
②
「
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
も
っ
と
、
も
っ
と
や
り
た
か
っ
た
こ
と
、
誰
も
知
ら
な
い
ん
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、

だ
れ

Ⅰ
、
「
じ
い
ち
ゃ
ん
」
は
何
を
「
も
っ
と
や
り
た
か
っ
た
」
の
で
す
か
。
文
中
よ
り
二
字
で
ぬ
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

号

Ⅱ
、
み
ん
な
は
「
じ
い
ち
ゃ
ん
」
が
ど
の
よ
う
な
人
生
を
送
っ
た
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
説
明
し
な
さ
い
。

番験受

Ⅲ
、
拓
郎
は
、
み
ん
な
が
「
じ
い
ち
ゃ
ん
」
の
本
当
の
気
持
ち
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
か
。
適
当
な
も
の
を
次

た
く
ろ
う

の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

）

ア

不
安

イ

悲
し
み

ウ

恐
れ

エ

い
ら
立
ち

オ

満
足

カ

感
動

五の

問
四

文
中
傍
線
部
部
③
の
言
葉
は
ロ
ー
マ
字
に
直
し
、
④
の
ロ
ー
マ
字
は
文
の
意
味
が
通
る
よ
う
に
漢
字
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

そ

③

ぐ
っ
と

④s
u
g
a
ta

（語

問
五

文
中
の
空
ら
ん
Ⅰ
～
Ⅳ
に
入
る
表
現
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

ぐ
る
り
と
見
渡
し
た
。

国

イ

目
に
い
っ
ぱ
い
た
ま
っ
た
涙
を
手
で
拭
っ
た
。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

な
み
だ

ぬ
ぐ

期

ウ

不
思
議
そ
う
に
様
子
を
伺
っ
た
。

う
か
が

エ

肩
を
震
わ
せ
た
ま
ま
、
コ
ク
リ
と
う
な
ず
い
た
。

Ⅰ

か
た

ふ
る

問
六

文
中
傍
線
部
部
⑤
「
三
人
だ
け
の
葬
式
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
お
葬
式
と
な
り
ま
し
た
か
。

学

そ
う
し
き

そ
う
し
き

適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

中

ア

大
人
た
ち
に
負
け
た
く
な
い
気
持
ち
だ
け
で
本
当
の
お
葬
式
そ
っ
く
り
に
準
備
を
し
た
本
格
的
な
お
葬
式
。

そ
う
し
き

そ
う
し
き

イ

子
ど
も
な
り
に
源
さ
ん
の
気
持
ち
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
素
朴
で
は
あ
る
が
心
の
こ
も
っ
た
お
葬
式
。

そ

そ

ぼ
く

そ
う
し
き

ウ

大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
源
さ
ん
を
失
っ
た
つ
ら
さ
か
ら
少
し
も
立
ち
直
れ
な
い
悲
し
み
あ
ふ
れ
る
お
葬
式
。

そ
う
し
き

エ

悲
し
さ
よ
り
も
大
人
の
ま
ね
が
し
た
い
だ
け
で
と
り
あ
え
ず
形
だ
け
適
当
に
準
備
し
た
遊
び
半
分
の
お
葬
式
。

そ
う
し
き

問
七

こ
の
お
話
か
ら
正
治
は
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ま

さ

じ

ア

実
行
力
は
な
い
け
れ
ど
も
友
達
の
悲
し
み
に
耳
を
か
た
む
け
共
感
で
き
る
心
優
し
い
人
物
。

イ

み
ん
な
で
決
め
る
べ
き
こ
と
も
強
引
に
す
す
め
決
断
し
て
し
ま
う
自
己
中
心
的
な
人
物
。

ウ

悲
し
む
友
人
を
励
ま
す
た
め
に
何
か
し
よ
う
と
考
え
行
動
で
き
る
リ
ー
ダ
ー
的
な
人
物
。

は
げ

エ

悲
し
い
出
来
事
も
楽
し
く
乗
り
こ
え
る
方
法
を
考
え
ら
れ
る
頭
の
や
わ
ら
か
い
人
物
。



一

次
の
文
章
は
、
小
林
朋
道
さ
ん
の
『
先
生
、
巨
大
コ
ウ
モ
リ
が
廊
下
を
飛
ん
で
い
ま
す
！
』
の
一
部
で
す
。
大
学
教
授
の
小
林
さ
ん
は
、

あ
る
日
学
生
が
見
つ
け
た
木
の
化
石
を
引
き
取
り
、
研
究
室
で
観
察
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
よ
く
読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

そ
の
事
件
が
起
こ
っ
た
の
は
、
化
石
を
研
究
室
に
置
い
た
翌
朝
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

部
屋
に
入
っ
て
み
る
と
白
い
机
の
上
で
た
く
さ
ん
の
黒
い
点
が
動
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。
す
ぐ
に
、
こ
れ
は
ア
リ
だ
な
、
と
思
っ
た
。

最
初
は
、
部
屋
の
外
か
ら
何
か
に
ひ
か
れ
て
入
っ
て
き
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
机
の
上
に
は
、
少
な
く
と
も
目
に
見
え
る
範
囲
で
は
ア
リ

は
ん

い

㋐
傍
線
部

の
餌
に
な
る
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
私
の
感
覚
で
は
ニ
ン
チ
で
き
な
い
何
か
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

え
さ

Ａ

、
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
、
そ
の
ア
リ
た
ち
は
ど
う
も
木
の
化
石
か
ら
出
て
き
て
い
る
。
石
の
上
に
も
ア
リ
が
這
っ
て
い
る
。
し

は

か
し
、
石
の
ど
こ
か
ら
出
て
き
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

号

ど
こ
か
わ
か
ら
な
い
が
き
っ
と
、
こ
の
石
の
中
に
巣
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

番

ち
が

夕
方
に
な
る
と
、
ア
リ
た
ち
は
皆
、
石
の
中
に
入
っ
て
い
き
、
朝
に
な
る
と
ま
た
出
て
き
た
。

験

み
な

㋑
傍

線
部

（
注
１
）

彼
ら
は
こ
の
空
間
で
全
生
活
を
イ
ト
ナ
ん
で
い
る
ん
だ
。
喉
が
渇
い
て
は
い
け
な
い
。
腹
が
へ
っ
た
ら
か
わ
い
そ
う
だ
。
シ
ャ
ー
レ
に
水
を
入

受

の
ど

か
わ

れ
て
、
石
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
置
い
て
お
く
。
別
の
シ
ャ
ー
レ
に
は
ク
ッ
キ
ー
の
断
片
や
蝶
の
は
ね
を
入
れ
て
お
く
。

は
な

ち
ょ
う

石
か
ら
シ
ャ
ー
レ
を
少
し
離
し
て
お
い
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
。
近
す
ぎ
る
と
ア
リ
た
ち
が
運
動
不
足
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
か

は
な

ら
だ
。
あ
る
程
度
運
動
も
し
な
い
と
体
を
壊
す
か
も
し
れ
な
い
。

）

こ
わ

ち
な
み
に
、
こ
れ
は
単
な
る
擬
人
的
な
親
心
だ
け
で
は
な
い
。
巣
を
出
て
、
餌
を
求
め
て
歩
き
回
る
と
い
う
ア
リ
本
来
の
生
態
を
机
の
上
の
空

一

ぎ

じ

ん

て

き

え
さ

間
で
実
現
さ
せ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
俗
っ
ぽ
く
言
う
と
、
机
の
上
の
少
し
広
い
空
間
を
、
ア
リ
た
ち
の
生
態
系
小
宇
宙
に
し
た
か
っ
た
の
で

ぞ
く

の

あ
る
。

木
の
化
石
を
真
ん
中
に
置
い
た
机
上
の
空
間
の
中
で
、
ア
リ
た
ち
は
全
生
活
を
遂
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
面
白
い
。
ロ
マ
ン
が
あ
る
。

そ

す
い
こ
う

①
そ
そ

そ
れ
が
、
研
究
室
の
中
で
静
か
に
展
開
し
て
い
る
。

（

②
並
々
な
ら
な
い

㋒
傍
部

Ｂ

、
な
ぜ
私
は
、
こ
ん
な
対
象
に
並
々
な
ら
な
い
興
味
を
感
じ
、
快
い
気
持
ち
で
見
入
る
の
だ
ろ
う
か
。

語

命
を
も
っ
て
自
立
的
に
生
活
す
る
ア
リ
た
ち
と
、
そ
し
て
彼
ら
を
取
り
巻
く
巣
や
餌
や
水
な
ど
が
織
り
な
す
生
態
系
小
宇
宙
が
な
ぜ
こ
ん
な
に

え
さ

私
を
ひ
き
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

国

㋓
傍

線
部

現
代
の
知
の
巨
人
と
よ
ば
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
生
物
学
者
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
チ
ョ
シ
ョ
『
バ
イ
オ
フ
ィ
リ
ア
―
人
間
と
生
物
の
絆
』
の
中
で
次
の

き
よ
じ
ん

き
ず
な

期

よ
う
な
文
章
を
書
い
て
い
る
。

ヒ
ト
の
脳
は
、
ホ
モ
・
ハ
ビ
リ
ス
の
時
代
か
ら
石
器
時
代
後
期
の
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
に
至
る
約
二
〇
〇
万
年
の
あ
い
だ
に
、
現
在
の
か
た
ち

Ⅰ

③
並
々
な
ら
な
い

に
進
化
し
て
き
た
。
そ
の
間
、
人
々
は
狩

猟
採
集
民
と
し
て
群
れ
を
つ
く
り
、
ま
わ
り
の
自
然
環
境
と
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。

し
ゅ
り
ょ
う

か
ん
き
よ
う

学

そ
の
な
か
で
は
、
蛇
は
重
要
な
存
在
だ
っ
た
。
い
や
、
水
の
匂
い
、
ハ
チ
の
羽
音
、
植
物
の
茎
が
ど
ち
ら
の
方
向
に
曲
が
っ
て
い
る
か
さ
え
重
要

へ
び

に
お

く
き

（
注
２
）

（
注
３
）

④
並
々
な

ら
な
い

だ
っ
た
。
そ
の
時
代
に
は
、「
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
の
恍
惚
」
は
適
応
的
な
価
値
を
持
っ
て
い
た
。
草
の
中
に
隠
れ
て
い
る
小
動
物
を
見
つ
け
ら
れ
る

中

こ

う

こ

つ

か
く

か
ど
う
か
で
、
そ
の
晩
の
食
事
に
あ
り
つ
け
る
か
、
腹
を
空
か
せ
た
ま
ま
で
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
が
決
ま
る
の
で
あ
る
。
未
知
の
怪
物
や
這

す

か
い
ぶ
つ

は

い
寄
っ
て
く
る
生
き
物
を
前
に
し
た
と
き
覚
え
る
恐
怖
の
感
覚
、
背
筋
が
ぞ
く
ぞ
く
す
る
よ
う
な
魅
惑
は
、
人
々
を
明
日
の
朝
ま
で
無
事
に
過
ご

き
よ
う

ふ

み

わ

く

さ
せ
て
く
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
感
覚
は
、
現
在
の
不
毛
な
都
会
の
た
だ
な
か
に
住
む
わ
れ
わ
れ
で
さ
え
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

数
百
万
年
も
の
間
、
狩

猟
採
集
を
続
け
て
き
た
わ
れ
わ
れ
人
類
の
脳
は
、
そ
の
生
活
に
適
応
し
て
、
生
物
の
習
性
に
特
に
興
味
を
感
じ
る
よ
う

し
ゅ
り
ょ
う

⑤
並
々
な
ら
な
い

㋔
傍
線
部

な
構
造
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
〝
癖
〟
の
脳
を
備
え
た
ソ
セ
ン
が
よ
り
多
く
生
き
残
り
、
数
百
万
年
の
間
に

く
せ

数
を
増
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

Ｃ

、
わ
れ
わ
れ
の
脳
に
は
、
そ
の
よ
う
な
癖
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
適
応
的
癖
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ど
の
癖
が
特
に
強
く

く
せ

く
せ

く
せ

活
性
化
さ
れ
る
か
は
、
人
に
よ
っ
て
違
う
だ
ろ
う
。

ち
が

た
と
え
ば
、
こ
れ
も
狩

猟
採
集
生
活
の
中
で
重
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
道
具
の
創
作
や
操
作
と
い
っ
た
無
生
物
的
な
対
象
へ
の
関
心
が
強

し
ゅ
り
ょ
う

く
活
性
化
さ
れ
た
人
は
、
今
日
、
ア
リ
で
は
な
く
機
械
類
に
強
く
ひ
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

他
人
の
行
動
や
心
理
の
理
解
へ
の
関
心
に
か
か
わ
る
癖
が
強
く
活
性
化
さ
れ
た
人
は
、
他
人
と
接
し
て
社
会
的
に
や
り
と
り
す
る
こ
と
に
大
き

く
せ

な
楽
し
み
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

私
は
、
道
具
を
作
っ
た
り
操
作
し
た
り
す
る
こ
と
も
好
き
だ
し
、
親
し
い
人
た
ち
と
接
す
る
の
も
好
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
〔

Ⅰ

〕

で
あ
る
。



ア
リ
が
巣
か
ら
出
て
周
囲
を
探
索
す
る
様
子
、
ア
リ
が
机
の
上
の
水
滴
を
飲
む
様
子
、
ア
リ
が
仲
間
同
士
で
触
角
を
ふ
れ
あ
わ
せ
る
様
子
な
ど

た
ん
さ
く

す
い
て
き

し
よ
つ
か
く

見
て
い
て
ワ
ク
ワ
ク
す
る
し
、
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
行
動
に
出
く
わ
し
た
と
き
な
ど
、
〝
背
中
が
ぞ
く
ぞ
く
す
る
よ
う
な
〟
感
覚

を
覚
え
る
こ
と
が
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
い
う
〝
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
の
恍
惚
〟
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

こ
う
こ
つ

（
注
１
）
シ
ャ
ー
レ･

･
･

理
科
の
実
験
な
ど
に
用
い
る
、
ガ
ラ
ス
製
の
底
の
浅
い
容
器
。

（
注
２
）
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト･

･
･

自
然
・
野
生
動
物
な
ど
に
強
い
関
心
を
持
つ
人
。

（
注
３
）
恍
惚･

･
･

物
事
に
心
を
奪
わ
れ
う
っ
と
り
す
る
さ
ま
。

こ
う
こ
つ

う
ば

号

問
一

文
中

部

～

の
漢
字
に
は
よ
み
が
な
を
つ
け
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

番

ニ

ン

チ

イ

ト

ナ

快

チ

ョ

シ

ョ

ソ

セ

ン

験受

㋐

認

知

㋑

営

ん
で

㋒

こ
こ
ろ
よ

い

㋓

著

書

㋔

祖

先

）

問
二

文
中
空
ら
ん
Ａ
～
Ｃ
に
入
る
こ
と
ば
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

二

ア

も
ち
ろ
ん

イ

な
ぜ
な
ら

ウ

と
こ
ろ
が

Ａ

ウ

Ｂ

エ

Ｃ

ア

の

エ

と
こ
ろ
で

オ

た
と
え
ば

そ（

問
三

文
中
傍
線
部
部
①
「
そ
れ
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
か
。
次
の
文
の
空
ら
ん
に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
探

し
、
ぬ
き
出
し
な
さ
い
。

語

生

態

系

小

宇

宙

と
い
え
る
限
ら
れ
た
空
間
の
中
で
、

国期

ア
リ
た
ち
が

全

生

活

を

遂

行

す
る
こ
と
。

Ⅰ学

問
四

文
中
傍
線
部
部
②
「
並
々
な
ら
な
い
」
と
同
じ
意
味
の
こ
と
ば
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

中

ア

少
な
く
な
い

イ

非
常
に
強
い

ウ

ば
か
ば
か
し
い

エ

お
も
し
ろ
い

イ

問
五

文
中
傍
線
部
部
③
「
暮
ら
し
て
い
た
」
の
主
語
は
ど
れ
で
す
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
人
々
は

イ
人

々
は

ウ
人

々
は

エ
人

は

③

エ

人
々
は

狩

猟
採
集
民
と
し
て

群
れ
を
つ
く
り
、
ま
わ
り
の
自
然
環
境
と

密
接
な

関
係
を
保
っ
て

暮
ら
し
て
い
た
。

し
ゅ
り
ょ
う

か
ん
き
よ
う

問
六

文
中
傍
線
部
部
④
「
適
応
的
な
価
値
を
持
っ
て
い
た
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

ア

野
生
動
物
の
習
性
に
関
心
を
持
つ
こ
と
で
、
よ
り
安
全
に
生
き
延
び
る
可
能
性
が
高
ま
る
と
い
う
こ
と
。

イ

私
た
ち
が
現
代
の
都
会
で
暮
ら
し
て
い
く
上
で
も
、
野
生
動
物
の
習
性
は
役
に
立
つ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

ウ

野
生
動
物
の
習
性
に
関
心
を
持
つ
こ
と
で
、
動
物
に
つ
い
て
よ
り
深
い
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

エ

野
生
動
物
の
習
性
を
知
り
、
動
物
た
ち
を
ま
ね
た
生
活
を
送
る
こ
と
で
、
危
険
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

さ



問
七

文
中
傍
線
部
部
⑤
「
そ
う
い
う
〝
癖
〟
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
癖
」
と
は
脳
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
ま

く
せ

く
せ

す
か
。
説
明
し
な
さ
い
。

数
百
万
年
も
の
狩
猟
生
活
に
適
応
し
た
た
め
に
、
生
物
の
習
性
に
特
に

興
味
を
感
じ
る
と
い
う
性
質
。

問
八

文
中
〔

Ⅰ

〕
に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

そ
れ
以
上
に
野
生
動
物
の
習
性
に
じ
か
に
接
す
る
こ
と
が
好
き

号

ア

イ

そ
れ
以
上
に
人
類
が
進
化
し
て
き
た
過
程
を
考
え
る
こ
と
が
好
き

番

ウ

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
道
具
の
創
作
な
ど
無
生
物
的
な
対
象
の
方
が
好
き

験

エ

ど
ち
ら
の
癖
が
特
に
強
く
活
性
化
し
て
い
る
か
自
分
で
は
わ
か
ら
な
い
の

受

く
せ

問
九

本
文
の
内
容
に
合
う
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

イ

ア

人
間
は
長
い
間
狩
猟
生
活
を
続
け
て
き
た
の
で
、
野
生
動
物
に
対
す
る
深
い
愛
情
を
全
て
の
人
が
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

）

イ

私
た
ち
の
脳
は
さ
ま
ざ
ま
な
適
応
的
癖
が
備
わ
っ
て
い
て
、
人
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
に
興
味
を
持
つ
か
は
違
っ
て
い
る
。

三

く
せ

そ
な

ち
が

ウ

便
利
な
現
代
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
野
生
動
物
の
習
性
を
知
ら
な
く
て
も
安
全
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

の

エ

ア
リ
た
ち
の
全
生
活
を
机
上
で
観
察
す
る
と
、
ア
リ
も
人
間
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
違
っ
た
癖
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ち
が

く
せ

そ（語国

二

次
の
文
章
は
阿
部
夏
丸
さ
ん
の
『
峰
雲
へ
』
の
一
部
で
す
。
よ
く
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

伸
一
・
正
治
・
拓
郎
は
同
じ
学
校
の
小
学
校
六
年
生
。
三
人
と
も
川
で
釣
り
を
す
る
の
が
大
好
き
だ
。
拓
郎
の
祖
父
源
造
（
源
さ
ん
）
は
矢
作

期

し
ん
い
ち

ま

さ

じ

た
く
ろ
う

つ

た
く
ろ
う

げ
ん
ぞ
う

や

は
ぎ

川
の
最
後
の
川
漁
師
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
漁
の
達
人
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
三
人
は
源
さ
ん
の
舟
に
乗
せ
て
も
ら
い
川
漁
を
楽
し
ん
だ
。
そ
の
翌

Ⅰ

日
源
さ
ん
は
亡
く
な
り
、
そ
の
お
葬
式
の
日
、
思
い
出
の
桟
橋
に
三
人
は
集
ま
っ
た
。

そ
う
し
き

さ
ん
ば
し

学

「
大
往
生
な
ん
だ
っ
て
さ
」

み
上
げ
て
く
る
悲
し
み
と
涙
を
こ
ら
え
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ
に
分
か
っ

な
み
だ

「
大
往
生
？
」

た
。

中

「
八
十
近
く
ま
で
、
好
き
な
川
漁
を
や
っ
て
死
ん
だ
ん
だ
か
ら
、
幸
せ

「
じ
い
ち
ゃ
ん
は
ね
、
好
き
で
川
漁
師
や
っ
て
た
ん
だ
け
ど
ね
、
寂
し

さ
び

な
ん
だ
っ
て
さ
。
道
楽
を
や
り
通
し
て
死
ん
だ
ん
だ
か
ら
、
も
う
、
思

か
っ
た
ん
だ
よ
。
み
ん
な
が
、
次
々
川
漁
師
を
や
め
て
い
っ
ち
ゃ
う
の

い
残
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
っ
て
さ
」

が
、
寂
し
か
っ
た
ん
だ
よ
。
最
後
の
川
漁
師
な
ん
て
、
呼
ば
れ
た
く
な

さ
び

「
そ
う
か･

･
･
･
･
･

」

か
っ
た
ん
だ
。
い
つ
も
僕
に
、
そ
う
言
っ
て
た
ん
だ･

･
･
･
･
･

」

ぼ
く

「
勝
手
だ
よ
ね
。
み
ん
な
、
勝
手
だ
よ
ね
！
」

拓
郎
の
声
が
、
我
慢
し
切
れ
ず
涙
声
に
変
わ
っ
た
。

た
く
ろ
う

が

ま
ん

な
み
だ

「
え
っ
？
」

桟
橋
の
先
端
で
、
背
中
を
向
け
て
泣
い
て
い
る
拓
郎
が
い
た
。
そ
れ

さ
ん
ば
し

せ
ん
た
ん

た
く
ろ
う

①
〔

②

〕
を
飲

だ

④sugata

突
然
、
声
を
荒
立
て
た
拓
郎
に
、
二
人
は
〔

〕
を
飲
ん
だ
。

を
黙
っ
て
見
守
る
正
治
が
い
た
。
伸
一
は
、
二
人
の
後
ろsugata

を
見

あ

ら

だ

た
く
ろ
う

だ
ま

ま

さ

じ

し
ん
い
ち

「
み
ん
な
し
て
、
や
り
た
い
こ
と
や
っ
た
ん
だ
か
ら
思
い
残
す
こ
と
な

な
が
ら
、

Ⅰ

い
な
ん
て
。
死
ん
だ
っ
て
、
幸
せ
な
ん
だ
っ
て
。
ウ
ソ
だ
よ
。
じ
い
ち

「
お
い
、
伸
一
」

し
ん
い
ち

ゃ
ん
も
っ
と
、
魚
が
採
り
た
か
っ
た
ん
だ
よ
。
も
っ
と
、
川
に
出
た
か

正
治
が
、
口
を
開
い
た
。
し
か
し
、
振
り
返
り
は
せ
ず
、
伸
一
に
背

ま

さ

じ

ふ

し
ん
い
ち

っ
た
ん
だ
よ
。
い
つ
も
、
そ
う
言
っ
て
た
ん
だ
。
み
ん
な
知
ら
な
い
ん

を
向
け
た
ま
ま
だ
。

②
勝
手
だ
よ
ね
。
み
ん

⑤
三
人
だ
け
の
葬

だ
。
最
後
の
川
漁
師
な
ん
て
お
だ
て
る
く
せ
に
、
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
も

「
い
い
か
、
今
か
ら
こ
こ
で
源
さ
ん
の
葬
式
を
や
る
。
三
人
だ
け
の
葬

そ
う
し
き

そ
う

な
、
勝
手
だ
よ

ね
！

式

っ
と
、
も
っ
と
や
り
た
か
っ
た
こ
と
、
誰
も
知
ら
な
い
ん
だ
」

式
を
や
る
。
い
い
な
」

だ
れ

し
き

③
み
ん
な

拓
郎
は
、
一
気
に
そ
こ
ま
で
話
し
切
る
と
、
ぐ
っ
と
口
を
閉
ざ
し
た
。
込

「
う
ん
」

た
く
ろ
う

こ



（
注
）

「
俺
は
家
か
ら
酒
を
持
っ
て
く
る
。
お
前
は
、
源
さ
ん
に
も
ら
っ
た
刺
網

ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、

お
れ

さ
し
あ
み

を
持
っ
て
こ
い
。
誰
に
も
見
つ
か
る
な
よ
」

木
魚
の
音
だ
っ
た
。

だ
れ

「
分
か
っ
た
」

「
い
い
じ
ゃ
ん
。
い
い
じ
ゃ
ん
」

正
治
ら
し
い
、
て
き
ぱ
き
と
し
た
指
令
だ
っ
た
。

「
い
い
ね
。
い
い
ね
」

ま

さ

じ

㋑
コ
ロ
び

「
拓
郎
。
お
前
は
こ
こ
で
待
っ
て
ろ
。
い
い
な
、
俺
た
ち
が
帰
っ
て
く

正
治
も
伸
一
も
、
木
の
棒
を
ヒ
ロ
い
流
木
を
叩
い
た
。

た
く
ろ
う

お
れ

ま

さ

じ

し
ん
い
ち

た
た

る
ま
で
に
泣
き
止
む
ん
だ
ぞ
。
め
そ
め
そ
し
た
葬
式
は
、
や
ら
ね
え
か

ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、

そ
う
し
き

ら
な
」

本
物
の
木
魚
の
音
に
は
似
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
乾
い
た
響
き
で
、

か
わ

ひ
び

拓
郎
は
、

Ⅱ

心
が
う
き
う
き
と
す
る
よ
う
な
愛
嬌
の
あ
る
音
だ
っ
た
。

号

た
く
ろ
う

あ
い
き
よ
う

㋒
コ
び

「
伸
一
。
早
く
い
け
」

三
人
は
、
一
列
に
並
ぶ
格
好
で
、
左
の
脇
に
一
本
の
流
木
を
抱
え
た
。

番

し
ん
い
ち

わ
き

か
か

ど
う
や
ら
、
正
治
は
顔
を
見
ら
れ
た
く
な
い
の
だ
な
と
、
伸
一
は
思

先
頭
に
正
治
、
真
ん
中
に
伸
一
、
後
ろ
に
拓
郎
が
続
い
た
。
そ
し
て
、

験

ま

さ

じ

し
ん
い
ち

ま

さ

じ

し
ん
い
ち

た
く
ろ
う

っ
た
。

右
手
に
持
っ
た
木
の
棒
で
流
木
を
叩
き
な
が
ら
歩
い
た
。

受

た
た

三
人
の
少
年
が
散
り
散
り
に
な
っ
て
か
ら
、
再
び
こ
の
桟
橋
に
集
ま

ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、

さ
ん
ば
し

る
ま
で
、
二
十
分
ほ
ど
の
時
間
が
か
か
っ
た
。

ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
。

）

「
伸
一
、
拓
郎
は
？
」

一
本
の
流
木
を
運
ぶ
三
人
の
足
並
み
は
、
し
だ
い
に
揃
い
始
め
た
。

し
ん
い
ち

た
く
ろ
う

そ
ろ

四

「
そ
れ
が
、
い
な
い
ん
だ
よ
。
帰
っ
た
の
か
な
ぁ
」

ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、

二
人
は
、
桟
橋
の
上
か
ら
背
伸
び
を
す
る
よ
う
に
、

Ⅲ

ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
。

の

さ
ん
ば
し

せ

の

㋓
コ

ロ
び

「
な
あ
、
あ
れ
拓
郎
じ
ゃ
な
い
か
？
」

や
が
て
、
流
木
を
叩
く
三
人
の
コ
キ
ュ
ウ
も
揃
い
始
め
た
、
そ
れ
は

た
く
ろ
う

た
た

そ
ろ

㋔
コ
ロ

び

そ

下
流
の
河
原
に
小
さ
く
見
え
る
人
影
を
見
て
、
伸
一
が
言
っ
た
。

河
原
を
い
く
リ
ッ
パ
な
行
進
の
よ
う
だ
っ
た
。
真
っ
青
な
空
に
は
、
ト

ひ
と
か
げ

し
ん
い
ち

（

「
お
ー
い
。
拓
郎
」

ン
ビ
が
一
羽
、
く
る
く
る
と
旋
回
を
し
て
お
り
、
三
人
の
行
進
を
不
思

た
く
ろ
う

せ
ん
か
い

㋐
コ
ロ
び

砂
に
足
を
取
ら
れ
て
コ
ロ
び
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
、
二
人
は
全
力

議
そ
う
に
眺
め
て
い
る
よ
う
で
も
あ
っ
た
。

語

な
が

で
走
っ
た
。
近
寄
っ
て
み
る
と
拓
郎
は
、
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
ひ

桟
橋
の
先
端
に
は
、
刺
網
と
一
升
瓶
が
で
ん
と
置
か
れ
て
い
た
。
そ

た
く
ろ
う

さ
ん
ば
し

せ
ん
た
ん

さ
し
あ
み

い
つ
し
よ
う
び
ん

国

と
抱
え
も
あ
る
流
木
を
引
き
ず
っ
て
い
た
。
流
木
は
、
乾
燥
し
て
は
い

し
て
、
そ
の
周
り
は
拓
郎
の
摘
ん
で
き
た
タ
ン
ポ
ポ
や
ス
ミ
レ
、
ヒ
メ

か
か

か
ん
そ
う

た
く
ろ
う

つ

る
も
の
の
、
か
な
り
重
そ
う
だ
。

ジ
オ
ン
な
ど
の
野
の
花
で
彩
ら
れ
て
い
る
。
三
人
は
、
そ
の
手
前
に
置

期

い
ろ
ど

「
ど
う
す
る
ん
だ
？
そ
ん
な
も
の
」

い
た
流
木
の
前
に
並
ん
で
座
り
、
ポ
ク
、
ポ
ク
、
ポ
ク
と
、
そ
れ
を
叩た

た

⑥
勝
手
だ

よ
ね
。
み
ん
勝

Ⅰ

と
、
正
治
が
〔

〕
を
ひ
ね
っ
て
た
ず
ね
た
。

き
続
け
て
い
た
。

ま

さ

じ

「
だ
っ
て
お
葬
式
や
る
ん
で
し
ょ
」

ど
れ
く
ら
い
の
時
間
が
経
っ
た
の
だ
ろ
う
。
飽
き
っ
ぽ
い
伸
一
で
さ

学

そ
う
し
き

た

あ

し
ん
い
ち

拓
郎
は
、
そ
う
言
う
と
ズ
ボ
ン
の
ベ
ル
ト
に
差
し
て
い
た
木
の
棒
を

え
、
自
分
で
驚
く
ほ
ど
座
り
続
け
て
い
た
。
源
造
へ
の
思
い
が
そ
う
さ

た
く
ろ
う

お
ど
ろ

中

刀
の
よ
う
に
抜
い
た
。
正
治
も
伸
一
も
、

Ⅳ

せ
た
の
か
、
三
人
で
叩
く
流
木
の
心
地
よ
さ
が
そ
う
さ
せ
た
の
か
、
誰

ぬ

ま

さ

じ

し
ん
い
ち

た
た

だ
れ

「
見
て
て
よ･

･
･
･
･
･

」

に
も
分
か
ら
な
か
っ
た
。

拓
郎
は
、
リ
ズ
ム
よ
く
、
木
の
棒
で
流
木
を
叩
い
た
。

た
く
ろ
う

た
た

（
注
）
刺
網

･
･
･･

魚
な
ど
を
採
る
た
め
の
網
の
一
種
。

さ
し
あ
み

あ
み

問
一

文
中

部

～

の
漢
字
に
は
よ
み
が
な
を
つ
け
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

コ

ロ

ヒ

ロ

格

好

コ

キ

ュ

ウ

リ

ッ

パ

㋐

転

び

㋑

拾

い

㋒

か

っ

こ

う

㋓

呼

吸

㋔

立

派
な



問
二

文
中
傍
線
部
部
の
空
ら
ん
①
・
⑥
に
、
下
の(

)

の
意
味
に
な
る
よ
う
に
、
漢
字
一
字
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。

①

息

を
飲
ん
だ
（
は
っ
と
驚
く
）

⑥

首

を
ひ
ね
っ
て
（
疑
問
に
思
う
）

お
ど
ろ

問
三

文
中
傍
線
部
部
②
「
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
も
っ
と
、
も
っ
と
や
り
た
か
っ
た
こ
と
、
誰
も
知
ら
な
い
ん
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、

だ
れ

Ⅰ
、「
じ
い
ち
ゃ
ん
」
は
何
を
「
も
っ
と
や
り
た
か
っ
た
」
の
で
す
か
。
文
中
よ
り
二
字
で
ぬ
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

川

漁

号

Ⅱ
、
み
ん
な
は
「
じ
い
ち
ゃ
ん
」
が
ど
の
よ
う
な
人
生
を
送
っ
た
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
説
明
し
な
さ
い
。

番験

八
十
近
く
ま
で
好
き
な
川
漁
を
や
り
続
け
た
幸
せ
な
人
生
。

受

Ⅲ
、
拓
郎
は
、
み
ん
な
が
「
じ
い
ち
ゃ
ん
」
の
本
当
の
気
持
ち
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
か
。
適
当
な
も
の
を
次

た
く
ろ
う

の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

）

ア

不
安

イ

悲
し
み

ウ

恐
れ

エ

い
ら
立
ち

オ

満
足

カ

感
動

イ

エ

五の

問
四

文
中
傍
線
部
部
③
の
言
葉
は
ロ
ー
マ
字
に
直
し
、
④
の
ロ
ー
マ
字
は
文
の
意
味
が
通
る
よ
う
に
漢
字
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

そ

③

ぐ
っ
と

④

s
u
g
a
ta

姿

（語

問
五

文
中
の
空
ら
ん
Ⅰ
～
Ⅳ
に
入
る
表
現
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

ぐ
る
り
と
見
渡
し
た
。

国

イ

目
に
い
っ
ぱ
い
た
ま
っ
た
涙
を
手
で
拭
っ
た
。

Ⅰ

イ

Ⅱ

エ

Ⅲ

ア

Ⅳ

ウ

な
み
だ

ぬ
ぐ

期

ウ

不
思
議
そ
う
に
様
子
を
伺
っ
た
。

う
か
が

エ

肩
を
震
わ
せ
た
ま
ま
、
コ
ク
リ
と
う
な
ず
い
た
。

Ⅰ

か
た

ふ
る

問
六

文
中
傍
線
部
部
⑤
「
三
人
だ
け
の
葬
式
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
お
葬
式
と
な
り
ま
し
た
か
。

学

そ
う
し
き

そ
う
し
き

適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

イ

中

ア

大
人
た
ち
に
負
け
た
く
な
い
気
持
ち
だ
け
で
本
当
の
お
葬
式
そ
っ
く
り
に
準
備
を
し
た
本
格
的
な
お
葬
式
。

そ
う
し
き

そ
う
し
き

イ

子
ど
も
な
り
に
源
さ
ん
の
気
持
ち
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
素
朴
で
は
あ
る
が
心
の
こ
も
っ
た
お
葬
式
。

そ

そ

ぼ
く

そ
う
し
き

ウ

大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
源
さ
ん
を
失
っ
た
つ
ら
さ
か
ら
少
し
も
立
ち
直
れ
な
い
悲
し
み
あ
ふ
れ
る
お
葬
式
。

そ
う
し
き

エ

悲
し
さ
よ
り
も
大
人
の
ま
ね
が
し
た
い
だ
け
で
と
り
あ
え
ず
形
だ
け
適
当
に
準
備
し
た
遊
び
半
分
の
お
葬
式
。

そ
う
し
き

問
七

こ
の
お
話
か
ら
正
治
は
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ま

さ

じ

ア

実
行
力
は
な
い
け
れ
ど
も
友
達
の
悲
し
み
に
耳
を
か
た
む
け
共
感
で
き
る
心
優
し
い
人
物
。

イ

み
ん
な
で
決
め
る
べ
き
こ
と
も
強
引
に
す
す
め
決
断
し
て
し
ま
う
自
己
中
心
的
な
人
物
。

ウ

ウ

悲
し
む
友
人
を
励
ま
す
た
め
に
何
か
し
よ
う
と
考
え
行
動
で
き
る
リ
ー
ダ
ー
的
な
人
物
。

は
げ

エ

悲
し
い
出
来
事
も
楽
し
く
乗
り
こ
え
る
方
法
を
考
え
ら
れ
る
頭
の
や
わ
ら
か
い
人
物
。



次の にあてはまる数を入れなさい。１

　 － ＝

　 ＝

　

次の にあてはまる数や記号，言葉をいれなさい。２

　 は で， は です。

　りんご，みかん，バナナ，なし，かきの 種類のくだものが

　あります。 種類のくだものから 種類を選ぶ方法は全部で

　 通りです。

　ある野球の試合で永川投手が 球を投げ，その が直球で，それ

　以外が変化球でした。変化球のうち がスライダーだとすると，

　この試合で永川投手が投げたスライダーは 球です。

　あるクラスでは，男子の人数が学級全体の人数の ％です。

　女子の人数は 人なので，クラス全体の人数は 人です。

　新庄中学校から千代田のショッピングセンターまで約 あり

　ます。自動車が時速 で走った時にかかった時間を 時間として

　 と の関係を式で表すと， となります。このとき，

　 と の関係を の関係といいます。

　ある中学校の卓球部で，メガネをかけている生徒とかけていない

　生徒の人数の比は です。メガネをかけていない生徒が 人の

　とき，卓球部全員の人数は 人です。

　 辺の長さが と の長方形の板をしきつめてできる

　だけ小さな正方形を作ります。この時正方形の 辺の長さは

　 で長方形の板は全部で 枚必要です。

　次の表はあるクラスのソフトボール投げの結果をグラフにした

人
　ものです。 以上投げたのは

　全体の ％です。

次の の中に，コンパスや定規などを用いて， 辺の長さが３

の正六角形をかきなさい。ただし，図をかくときに用いた線は残すこと。

①
②

次の図は 組の三角定規を重ねて作った図形です。

角度①と②を求めなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　　　　　　　　 　　①　 度　　②　 度

右の展開図で表される立体について

答えなさい。

　この立体の名前を答えなさい。

　　　 　

　この立体の底面の面積を求めなさい。

　ただし，円周率は とします。

　　 計算

５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　この立体の体積を求めなさい。

　　 計算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

令和 2 年度  算 　数 【中学Ⅰ期】　 その 　　　　　　　　 受験番号



クイズをしました。正解の場合は 点もらえ，不正解の場合でも 点６

もらえます。 問答えたところ，得点は 点でした。正解した問題の

数と不正解だった問題の数をそれぞれ求めなさい。

　 計算

　　　　　　　　　　　 　正解した問題の数　　　 問

　　　　　　　　　　　　　不正解だった問題の数　 問

はい
の増加が地球の温暖化に大きく影響を与えています。平均的な自

動車 台から排出される は，年間約 といわれています。

７

一方，スギの木は 本あたり年間約 の を吸収するといわ

れています。「森林整備で地球温暖化防止を」島根県農林水産部より

このとき，次の問いに答えなさい。　　　※　 二酸化炭素

はい

　自動車 台が 年間に排出する をすべてスギの木が吸収する

　ためには，スギの木が約何本必要ですか。小数第 位を四捨五入して

　答えなさい。

　 計算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　約　 本

はい

　平均的な家庭の電気 ガスの使用および自動車などが排出する

　は，年間約 といわれています。この をすべて吸収する

　スギの木の数を植えるとすると，約何 必要ですか。答えは小数

　第 位を四捨五入して答えなさい。ただし， のスギの本数を植え

　るには， 必要といわれています。

　　 計算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　約　

右の三角形 の面積が のとき，

三角形 の面積を求めなさい。ただし，

点 は辺 を 等分した点の つで，

点 と点 はそれぞれ辺 を 等分

した点の つです。

　 計算

８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

兄と弟が午前 時に家を出発して，同じ道を通って家から 離れた９

おばあちゃんの家に向かいました。兄は自転車に乗り，時速 の

速さで行きました。弟は はなれたバス停まで分速 の速さで

歩き，そこで 分待ち，その後バスに乗っておばあちゃんの家の前の

バス停で降りました。なお，バスの速さは時速 でした。

下の図は，兄と弟が家を出発してからおばあちゃんの家に到着するまで

分時

の時間と道のりの関係をグラフに表したものです。このとき，次の問い

に答えなさい。

　兄がおばあちゃんの家に到着するのは何時何分ですか。

　 計算

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 時 分

　弟がおばあちゃんの家に到着するのは何時何分ですか。

　 計算

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 時 分

　弟の乗ったバスが，兄の自転車に追いついたのは何時何分ですか。

　 計算

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 時 分

令和 2 年度  算 　数 【中学Ⅰ期】　 その 　　　　　　　　 受験番号



現在，プラスチックゴミの量が増えていることが環境問題になって10

います。下のグラフは，世界とヨーロッパのプラスチック生産の様子を

表したものです。例えば， 年の世界のプラスチック生産量は

万トンになります。次の問いに答えなさい。

＜世界とヨーロッパのプラスティック生産量＞

世界　　 ヨーロッパ

（年）

（ 万トン）

　　＜出典： ＞

　世界のプラスチック生産量とヨーロッパのプラスチック生産量

　との差が， 年から 年までの 年間で約何倍になってい

　ますか。答えは小数第 位を四捨五入して答えなさい。

　　 計算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　約　 倍

　このグラフから， 年の世界のプラスチック生産量を予想しな

　さい。ただし，求めるときの考え方や計算は の中に書くこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 万トン

令和 2 年度  算 　数 【中学Ⅰ期】　 その 　　　　　　　　 受験番号



次の にあてはまる数を入れなさい。１

　 － ＝

　 ＝

　

次の にあてはまる数や記号，言葉をいれなさい。２

　 は で， は です。

　りんご，みかん，バナナ，なし，かきの 種類のくだものが

　あります。 種類のくだものから 種類を選ぶ方法は全部で

　 通りです。

　ある野球の試合で永川投手が 球を投げ，その が直球で，それ

　以外が変化球でした。変化球のうち がスライダーだとすると，

　この試合で永川投手が投げたスライダーは 球です。

　あるクラスでは，男子の人数が学級全体の人数の ％です。

　女子の人数は 人なので，クラス全体の人数は 人です。

　新庄中学校から千代田のショッピングセンターまで約 あり

　ます。自動車が時速 で走った時にかかった時間を 時間として

　 と の関係を式で表すと， となります。このとき，

　 と の関係を 反比例 の関係といいます。

　ある中学校の卓球部で，メガネをかけている生徒とかけていない

　生徒の人数の比は です。メガネをかけていない生徒が 人の

　とき，卓球部全員の人数は 人です。

　 辺の長さが と の長方形の板をしきつめてできる

　だけ小さな正方形を作ります。この時正方形の 辺の長さは

　 で長方形の板は全部で 枚必要です。

　次の表はあるクラスのソフトボール投げの結果をグラフにした

人
　ものです。 以上投げたのは

　全体の ％です。

次の の中に，コンパスや定規などを用いて， 辺の長さが３

の正六角形をかきなさい。ただし，図をかくときに用いた線は残すこと。

①
②

次の図は 組の三角定規を重ねて作った図形です。

角度①と②を求めなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　　　　　　　　　 　　①　 度　　②　 度

右の展開図で表される立体について

答えなさい。

　この立体の名前を答えなさい。

　　　 　 円柱

　この立体の底面の面積を求めなさい。

　ただし，円周率は とします。

５

　 計算 　

が直径なので，半径は になる。

　　　　よって，面積は　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　この立体の体積を求めなさい。

　 計算 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

令和 2 年度  算 　数 【中学Ⅰ期】　 その 　　　　　　　　 受験番号



クイズをしました。正解の場合は 点もらえ，不正解の場合でも 点６

もらえます。 問答えたところ，得点は 点でした。正解した問題の

数と不正解だった問題の数をそれぞれ求めなさい。

　 計算

　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　 　　　　

　　　　　　　　　　　 　正解した問題の数　　　 問

　　　　　　　　　　　　　不正解だった問題の数　 問

はい
の増加が地球の温暖化に大きく影響を与えています。平均的な自

動車 台から排出される は，年間約 といわれています。

７

一方，スギの木は 本あたり年間約 の を吸収するといわ

れています。「森林整備で地球温暖化防止を」島根県農林水産部より

このとき，次の問いに答えなさい。　　※　 二酸化炭素

はい

　自動車 台が 年間に排出する をすべてスギの木が吸収する

　ためには，スギの木が約何本必要ですか。小数第 位を四捨五入して

　答えなさい。

　 計算 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　約　 本

はい

　平均的な家庭の電気 ガスの使用および自動車などが排出する

　は，年間約 といわれています。この をすべて吸収する

　スギの木の数を植えるとすると，約何 必要ですか。答えは小数

　第 位を四捨五入して答えなさい。ただし， のスギの本数を植え

　るには， 必要といわれています。

　　 計算 　

　　　　　　 　　約 本必要となる。

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　約　

右の三角形 の面積が のとき，

三角形 の面積を求めなさい。ただし，

点 は辺 を 等分した点の つで，

点 と点 はそれぞれ辺 を 等分

した点の つです。

　 計算

　　 ＝

８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

兄と弟が午前 時に家を出発して，同じ道を通って家から 離れた９

おばあちゃんの家に向かいました。兄は自転車に乗り，時速 の

速さで行きました。弟は はなれたバス停まで分速 の速さで

歩き，そこで 分待ち，その後バスに乗っておばあちゃんの家の前の

バス停で降りました。なお，バスの速さは時速 でした。

下の図は，兄と弟が家を出発してからおばあちゃんの家に到着するまで

分時

の時間と道のりの関係をグラフに表したものです。このとき，次の問い

に答えなさい。

　兄がおばあちゃんの家に到着するのは何時何分ですか。

　 計算 　 時間

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 時 分

　弟がおばあちゃんの家に到着するのは何時何分ですか。

　 計算 　 　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　 分から 分かけておばあちゃん家に行くので

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 時 分

　弟の乗ったバスが，兄の自転車に追いついたのは何時何分ですか。

　 計算 　兄の速さ　　分速

　　　　　　弟の速さ　　分速 　なので， 分で 縮まる。

　　バスに乗った時　 兄は進んでいて，

　　弟との差が　 なので

　　 分　で追いつくことになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　 時 分

令和 2 年度  算 　数 【中学Ⅰ期】　 その 　　　　　　　　 受験番号



現在，プラスチックゴミの量が増えていることが環境問題になって10

います。下のグラフは，世界とヨーロッパのプラスチック生産の様子を

表したものです。例えば， 年の世界のプラスチック生産量は

万トンになります。次の問いに答えなさい。

＜世界とヨーロッパのプラスティック生産量＞

世界　　 ヨーロッパ

（年）

（ 万トン）

　　＜出典： ＞

　世界のプラスチック生産量とヨーロッパのプラスチック生産量

　との差が， 年から 年までの 年間で約何倍になってい

　ますか。答えは小数第 位を四捨五入して答えなさい。

　　 計算 　 年の差　　

　　　　　　　　 年の差　　

　　　　　よって，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　約　 倍

　このグラフから， 年の世界のプラスチック生産量を予想しな

　さい。ただし，求めるときの考え方や計算は の中に書くこと。

　　 年は 年の 年後で， 年から 年の 年間で

　　プラスチックが 万 トン増加している。

　　このことから， 年は

　　　 万 トン　と予想できる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 万トン

令和 2 年度  算 　数 【中学Ⅰ期】　 その 　　　　　　　　 受験番号
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令和２年度   理 科 【中学Ⅰ期】  （その１） 
 

□1E A 水よう液について，次の各問いに答えなさい。 

問１ ものが水にとけると，水よう液ができる。このようにしてできる水よう液の特徴
とくちょう

を１つ答えなさい。 
 

 

 
 
問２ 重さのはかり方について，次の各問いに答えなさい。 
（１）ものの重さを正確にはかるときに下の A，Bの器具を使うことがある。A，Bをそれぞれ何というか答えなさい。 

A    B  

 

A B 

 
（２）食塩 10 g をはかりたい。あなたなら A，Bどちらの器具を選ぶか，理由とともに答えなさい。 

 

選んだ器具 理由 

 
 
問３ はかり取った食塩 10 gを水 50 g にすべてとかして水よう液をつくった。これについて，次の各問いに答えなさい。 
（１）とかす前の食塩 10 g と水 50 g の重さの合計と，とかした後の食塩の水よう液の重さにはどのような関係があるか。下の□ 

の中に＜，＝，＞のいずれかを記しなさい。 
 

（ とかす前の食塩 10 g と水 50 g の重さの合計 ）  （ とかした後の食塩の水よう液の重さ ） 

 

（２）（１）でできた食塩の水よう液の濃
こ
さはいくらになるか。次のア～オから最も近いものを１つ選び，記号で答えなさい。 

 
ア 10％   イ 13％   ウ 15％   エ 17％   オ 20％ 

 
 
問４ ものを水にとかすとき，決まった量の水にとけるものの量には限りがある。ビーカーに入った 25 ℃の水 50 g にミョウバンを 

1 g ずつとかしていくと，ある量をこえたところでとけ残りが出るようになった。水の量を増やさずにミョウバンをとかし続ける 
にはどうすればよいか，答えなさい。 

 
 

 

 



受験番号  

 

令和２年度   理 科 【中学Ⅰ期】  （その２） 
 

□2E A 地層についての以下の文章を読み，次の各問いに答えなさい。 

 下の図１は山のがけなどで見られる地層を表したものである。地層は（ ① ）のはたらきによってできたものであり，ふつう，
A よりも B ができた時代の方が古いと考えられる。また，地層によっては生物の死がいや，それらの生活のあとである（ ② ）が
発見されたり，③断層が見られたりすることがある。④地層を調べることで，その場所でかつてどのようなことが起きたのかを考える
ことができる。 
 

        
 

図１                       図２ 
 
問１ 文中の①，②にあてはまる言葉を答えなさい。 
 

①  ②  

 
 
問２ 下線部③について，上の図２のようにＣからＤの地層にかけて断層が見られた。このことからわかることとして, 最もあてはま

るものを次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。 
 

ア Ａ が堆積
たいせき

している時期に地震が起きた 
イ Ｂ が堆積している時期に地震が起きた 
ウ Ｃ が堆積している時期に地震が起きた 
エ Ｄ が堆積している時期に地震が起きた 

 
 
問３ 下線部④について，次の各問いに答えなさい。 

（１）地層の中にあるものがふくまれる場合，その時期に火山の噴火
ふ ん か

があったと考えられる。地層の中にふくまれるあるものとは 
何か。あてはまるものを１つ答えなさい。 

 

 

 
（２）Cからはれき岩，Dからは砂岩が主に見つかった。このことから，Cの地層ができた時代と，Dの地層ができた時代の違い 

を「河口からのきょり」という言葉を用いて説明しなさい。 
 

 

 

  

 

  

A 
  
B 
  
C 
  
D 

 

 

  

A 
  
B 
  
C 
  
D   

  



受験番号  

 

表１ おもりの重さ 50 g で実験したときの往復にかかった時間 
 ふれはば 5 cm ふれはば 10 cm 
ふりこの長さ  50 cm A   1.4 秒 B   1.4 秒 
ふりこの長さ 100 cm C   2.1 秒 D   2.1 秒 

 
表２ おもりの重さ 100 g で実験したときの往復にかかった時間 

 ふれはば 5 cm ふれはば 10 cm 
ふりこの長さ  50 cm E   1.4 秒 F   1.4 秒 
ふりこの長さ 100 cm G   2.1 秒 H   2.1 秒 

 

令和２年度   理 科 【中学Ⅰ期】  （その３） 

□3E A ふりこについての以下の文章，表および図をもとに，次の各問いに答えなさい。 

 下の図で，おもりの重さ，ふりこの長さ，ふれはばを変えて，ふりこが往復する時間をはかった。その結果が表１と表２である。 

 
問１ おもりの重さ 50 g ，ふりこの長さ 50 cm ，ふれはば 10 cm のとき往復にかかる時間は何秒か答えなさい。 

秒  

 
 
問２ 表の で囲まれた部分について各問いに答えなさい。 
（１）実験の条件のうち，どの値を変えているか。次のア～カから１つ選び，記号で答えなさい。 

 
ア おもりの重さ   イ ふりこの長さ   ウ ふれはば 

   エ おもりの重さ，ふりこの長さ オ おもりの重さ，ふれはば カ ふりこの長さ，ふれはば 
 
（２）図の Pの位置におけるおもりの速さを比べると，どのような関係になっていると考えられるか。次のア～ウから１つ選び， 

記号で答えなさい。 
 

ア Eが速い  イ Fが速い  ウ E，Fともに同じ速さ 
 
 
問３ 表１と表２から，わかることを答えなさい。 

 

 
 
問４ おもりの重さ 150 g ，ふりこの長さ 100 cm ，ふれはば 10 cm のとき，往復にかかる時間は何秒になると予想できるか答え

なさい。 

秒  

 
 
問５ この実験では，ミシン糸を使ってふりこを作っている。ミシン糸より重くて太いたこ糸を使ってふりこを作った場合，表２の

Ｈの値はどのようになるか予想しなさい。予想には「大きくなる」「小さくなる」「変わらない」「わからない」のいずれかを書き， 
なぜそのように考えたのかを理由のところに書きなさい。 

予想 理由 

 

 

 



受験番号  

 

令和２年度   理 科 【中学Ⅰ期】  （その４） 
 

A□4E A 以下の文章を読み，次の各問いに答えなさい。 

2019 年 9 月 23 日，アメリカで行われた国連気候変動サミットに，AE環境 E

かんきょう
A活動家であるスウェーデンのグレタ･トゥーンベリさんが

出席し，地球温暖化への対策を求める A E訴 E

うった
Aえをサミットの場で述べた。グレタさんはスウェーデンからアメリカへの移動の際に，温

室効果ガスの AE排出 E

はいしゅつ
Aを減らしたいという考えから，飛行機の代わりにヨットを使い，15 日間かけて移動した。 

 

問１ ヨーロッパでは，自動車の排気
は い き

ガスや工場の排煙
はいえん

などにふくまれる窒素
ち っ そ

酸化物や硫黄
い お う

酸化物をふくんだ雨が降ることが大
きな環境問題となっている。このような雨のことを何というか答えなさい。 

 
 
 
 

問２ 問１で答えたものによる影響
えいきょう

と直接的に関係ないものを，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。 
 

ア 森林の木が枯
か
れる 

  イ 銅像がいたむ 
  ウ 湖水の水質の変化によって水中生物の数が減る 

  エ 海面水位の 上昇
じょうしょう

により陸地の面積が減少する 
 
 
問３ 下線部について，次の各問いに答えなさい。 
（１）温室効果ガスの１つである二酸化炭素は，地球上のさまざまな活動によって排出され続けている。しかし，植物のあるはた 

らきによって二酸化炭素の増加がおさえられている。そのはたらきを何というか答えなさい。 
 
 
 
 
（２）下の文章は（１）の植物のあるはたらきを説明したものである。文中のア～オにあてはまる言葉を答えなさい。 

 
   植物が根から吸収した（ ア ）と，主に葉の裏側にある（ イ ）から取り入れた二酸化炭素を，太陽の日差しなどによる 

（ ウ ）エネルギーを利用して，（ エ ）などの栄養分をつくるはたらきである。このとき気体である（ オ ）も同時に 
つくられ（ イ ）から放出される。 

 

ア イ ウ 

エ オ  

 
（３）温室効果ガスの排出を減らすために，日々の生活で，あなたにはどのようなことができると考えられるか，１つ答えなさい。 
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受験番号  

 

令和２年度   理 科 【中学Ⅰ期】  （その１） 
 

□1E A 水よう液について，次の各問いに答えなさい。 

問１ ものが水にとけると，水よう液ができる。このようにしてできる水よう液の特徴
とくちょう

を１つ答えなさい。 
 

透明である。とけているものと水が分離しない。とけたものが水全体に均一に広がる。など 

 
 
問２ 重さのはかり方について，次の各問いに答えなさい。 
（１）ものの重さを正確にはかるときに下の A，Bの器具を使うことがある。A，Bをそれぞれ何というか答えなさい。 

A    B  

 

A         電子てんびん B         上皿てんびん 

 
（２）食塩 10 g をはかりたい。あなたなら A，Bどちらの器具を選ぶか，理由とともに答えなさい。 

 

選んだ器具  A 理由       電源があればすばやく計測ができるから。 など 

             ※ Bを選んだ場合でも，理由が適切であれば正解としています。 
 
問３ はかり取った食塩 10 gを水 50 g にすべてとかして水よう液をつくった。これについて，次の各問いに答えなさい。 
（１）とかす前の食塩 10 g と水 50 g の重さの合計と，とかした後の食塩の水よう液の重さにはどのような関係があるか。下の□ 

の中に＜，＝，＞のいずれかを記しなさい。 
 

（ とかす前の食塩 10 g と水 50 g の重さの合計 ）  （ とかした後の食塩の水よう液の重さ ） 

 

（２）（１）でできた食塩の水よう液の濃
こ
さはいくらになるか。次のア～オから最も近いものを１つ選び，記号で答えなさい。 

 
ア 10％   イ 13％   ウ 15％   エ 17％   オ 20％ 

 
 
問４ ものを水にとかすとき，決まった量の水にとけるものの量には限りがある。ビーカーに入った 25 ℃の水 50 g にミョウバンを 

1 g ずつとかしていくと，ある量をこえたところでとけ残りが出るようになった。水の量を増やさずにミョウバンをとかし続ける 
にはどうすればよいか，答えなさい。 

 

水よう液の温度を上げる。 

エ 

＝ 



受験番号  

 

令和２年度   理 科 【中学Ⅰ期】  （その２） 
 

□2E A 地層についての以下の文章を読み，次の各問いに答えなさい。 

 下の図１は山のがけなどで見られる地層を表したものである。地層は（ ① ）のはたらきによってできたものであり，ふつう，
A よりも B ができた時代の方が古いと考えられる。また，地層によっては生物の死がいや，それらの生活のあとである（ ② ）が
発見されたり，③断層が見られたりすることがある。④地層を調べることで，その場所でかつてどのようなことが起きたのかを考える
ことができる。 
 

        
 

図１                       図２ 
 
問１ 文中の①，②にあてはまる言葉を答えなさい。 
 

①      流れる水 ②        化 石 

 
 
問２ 下線部③について，上の図２のようにＣからＤの地層にかけて断層が見られた。このことからわかることとして, 最もあてはま

るものを次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。 
 

ア Ａ が堆積
たいせき

している時期に地震が起きた 
イ Ｂ が堆積している時期に地震が起きた 
ウ Ｃ が堆積している時期に地震が起きた 
エ Ｄ が堆積している時期に地震が起きた 

 
 
問３ 下線部④について，次の各問いに答えなさい。 

（１）地層の中にあるものがふくまれる場合，その時期に火山の噴火
ふ ん か

があったと考えられる。地層の中にふくまれるあるものとは 
何か。あてはまるものを１つ答えなさい。 

 

火山灰 

 
（２）Cからはれき岩，Dからは砂岩が主に見つかった。このことから，Cの地層ができた時代と，Dの地層ができた時代の違い 

を「河口からのきょり」という言葉を用いて説明しなさい。 
 

Cの地層ができた時代の方が，Dの地層ができた時代よりも河口からのきょりが近い。 

 

  

イ 

  

A 
  
B 
  
C 
  
D 

 

 

  

A 
  
B 
  
C 
  
D   

  



受験番号  

 

表１ おもりの重さ 50 g で実験したときの往復にかかった時間 
 ふれはば 5 cm ふれはば 10 cm 
ふりこの長さ  50 cm A   1.4 秒 B   1.4 秒 
ふりこの長さ 100 cm C   2.1 秒 D   2.1 秒 

 
表２ おもりの重さ 100 g で実験したときの往復にかかった時間 

 ふれはば 5 cm ふれはば 10 cm 
ふりこの長さ  50 cm E   1.4 秒 F   1.4 秒 
ふりこの長さ 100 cm G   2.1 秒 H   2.1 秒 

 

令和２年度   理 科 【中学Ⅰ期】  （その３） 

□3E A ふりこについての以下の文章，表および図をもとに，次の各問いに答えなさい。 

 下の図で，おもりの重さ，ふりこの長さ，ふれはばを変えて，ふりこが往復する時間をはかった。その結果が表１と表２である。 

 
問１ おもりの重さ 50 g ，ふりこの長さ 50 cm ，ふれはば 10 cm のとき往復にかかる時間は何秒か答えなさい。 

２．１     秒  

 
 
問２ 表の で囲まれた部分について各問いに答えなさい。 
（１）実験の条件のうち，どの値を変えているか。次のア～カから１つ選び，記号で答えなさい。 

 
ア おもりの重さ   イ ふりこの長さ   ウ ふれはば 

   エ おもりの重さ，ふりこの長さ オ おもりの重さ，ふれはば カ ふりこの長さ，ふれはば 
 
（２）図の Pの位置におけるおもりの速さを比べると，どのような関係になっていると考えられるか。次のア～ウから１つ選び， 

記号で答えなさい。 
 

ア Eが速い  イ Fが速い  ウ E，Fともに同じ速さ 
 
 
問３ 表１と表２から，わかることを答えなさい。 

ふりこが往復する時間は，おもりの重さに関係しない。 

 
 
問４ おもりの重さ 150 g ，ふりこの長さ 100 cm ，ふれはば 10 cm のとき，往復にかかる時間は何秒になると予想できるか答え

なさい。 

２．１     秒  

 
問５ この実験では，ミシン糸を使ってふりこを作っている。ミシン糸より重くて太いたこ糸を使ってふりこを作った場合，表２の

Ｈの値はどのようになるか予想しなさい。予想には「大きくなる」「小さくなる」「変わらない」「わからない」のいずれかを書き， 
なぜそのように考えたのかを理由のところに書きなさい。 

予想   変わらない 理由    ふりこの往復にかかる時間は，ふりこの長さによって決まるから。 

※ 他の予想をした場合でも，理由が適切であれば正解としています。 

 

ウ 

イ 



受験番号  

 

令和２年度   理 科 【中学Ⅰ期】  （その４） 
 

A□4E A 以下の文章を読み，次の各問いに答えなさい。 

2019 年 9 月 23 日，アメリカで行われた国連気候変動サミットに，AE環境 E

かんきょう
A活動家であるスウェーデンのグレタ･トゥーンベリさんが

出席し，地球温暖化への対策を求める A E訴 E

うった
Aえをサミットの場で述べた。グレタさんはスウェーデンからアメリカへの移動の際に，温

室効果ガスの AE排出 E

はいしゅつ
Aを減らしたいという考えから，飛行機の代わりにヨットを使い，15 日間かけて移動した。 

 

問１ ヨーロッパでは，自動車の排気
は い き

ガスや工場の排煙
はいえん

などにふくまれる窒素
ち っ そ

酸化物や硫黄
い お う

酸化物をふくんだ雨が降ることが大
きな環境問題となっている。このような雨のことを何というか答えなさい。 

 
 
 
 

問２ 問１で答えたものによる影響
えいきょう

と直接的に関係ないものを，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。 
 

ア 森林の木が枯
か
れる 

  イ 銅像がいたむ 
  ウ 湖水の水質の変化によって水中生物の数が減る 

  エ 海面水位の 上昇
じょうしょう

により陸地の面積が減少する 
 
 
問３ 下線部について，次の各問いに答えなさい。 
（１）温室効果ガスの１つである二酸化炭素は，地球上のさまざまな活動によって排出され続けている。しかし，植物のあるはた 

らきによって二酸化炭素の増加がおさえられている。そのはたらきを何というか答えなさい。 
 
 
 
 
（２）下の文章は（１）の植物のあるはたらきを説明したものである。文中のア～オにあてはまる言葉を答えなさい。 

 
   植物が根から吸収した（ ア ）と，主に葉の裏側にある（ イ ）から取り入れた二酸化炭素を，太陽の日差しなどによる 

（ ウ ）エネルギーを利用して，（ エ ）などの栄養分をつくるはたらきである。このとき気体である（ オ ）も同時に 
つくられ（ イ ）から放出される。 

 

ア          水 イ         気 孔 ウ           光 

エ        デンプン オ         酸 素  

 
（３）温室効果ガスの排出を減らすために，日々の生活で，あなたにはどのようなことができると考えられるか，１つ答えなさい。 

 

買い物でエコバックを持参する。 

公共交通機関を利用する。など 

 
 

酸性雨 

エ 

光合成 
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受験上の注意 

  
  １ 試験開始の合図があるまで中を見てはいけません。 
 
  ２ 試験問題は（その１）から（その４）まであります。 
 
  ３ この表紙を含め，すべてのページに受験番号を記入してください。 
 
  ４ 解答する際は，試験問題のホッチキスをはずしてもかまいません。 
 
  ５ 試験終了の合図があったら，すぐに筆記用具を置いてください。 



１ 以下の各問いに答えなさい。 

問１ 日本の領土の範囲について述べた文として、あやまっているものを次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．北の端は、択捉島であり、現在ロシアに不法占拠されている。   

イ．西の端は、与那国島であり、沖縄県に属している。   

ウ．南の端は、沖ノ鳥島であり、東京都に属している。  
 

エ．東の端は、南鳥島であり、島が沈まないようにコンクリートで固めている。  

 

問２ 次の表は、北海道・本州・四国・九州の面積について書かれたものである。九州にあてはまるものを次のア～エから１つ選び、

記号で答えなさい。 

ア イ ウ エ  
 227,942 ㎢ 77,983 ㎢ 36,782 ㎢ 18,297 ㎢ 【国土地理院データ 2018より作成】 

 

問３ 次の図が示すア～エの都道府県に関して、となり合う都道府県を選び記号で答えなさい。ただし、縮尺は一定ではありません。 

 

    

 

 と 

 

問４ 地形について、次の写真Ａ～Ｃと平野、台地、盆地の正しい組み合わせを次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 

 

 

【Google Earthで作成】  ア イ ウ エ   

  Ａ 台地 盆地 平野 平野   

  Ｂ 平野 台地 盆地 台地  
 

  Ｃ 盆地 平野 台地 盆地  

 

問５ 次の表は、各野菜の収穫量上位４都道府県と各都道府県のレタス出荷時期・標高の平均を示している。都市部から遠い長野県や

群馬県が上位にある理由について、気候の特徴をふまえて説明しなさい。 

 白菜 キャベツ レタス   レタス出荷時期 標高の平均  

１位 茨城 群馬 長野  長野 10月～４月 1,033 m  

２位 長野 愛知 茨城  茨城 ５月～10月 98 m  

３位 北海道 千葉 群馬  群馬 ４月～９月 740 m  

４位 群馬 茨城 長崎  長崎 11月～３月 135 m  

【農林水産省統計 2017、日本統計協会「統計で見る日本 2009」より作成】 

 

 

 

 

令和２年度  社 会【中学Ⅰ期】（その１） 受験番号  

Ａ Ｃ 

エ ウ イ ア 

Ｂ 



 

問６ 水産資源について述べた文章ア～エの中で、あやまっているものを１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．クジラ漁については、賛成する国と反対する国の間で論争が続いている。   

イ．サンマの不漁が続いており、原因には地球温暖化や乱獲の影響が挙げられている。   

ウ．日本では、ウナギは卵からの完全養殖が行われており、安定して提供されている。  
 

エ．サーモンは主にノルウェーやチリといった寒い地域で養殖されている。  

 

２ 以下の各問いに答えなさい。 

問１ 日本で工業のさかんな地域が、海沿いに集中している理由を説明しなさい。 

 

 

 

 

 

問２ 日本が大部分を輸入に頼っている品目として、あやまっているものを次のア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．石灰石 イ．石炭  
 

ウ．石油 エ．鉄鉱石  

 

問３ 充電が必要な電気自動車に使われている部品として、あやまっているものを次のア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．モーター イ．エンジン  
 

ウ．バッテリー エ．ブレーキ  

 

問４ 遠隔医療について述べた文として、正しいものを次のア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．インターネットを使って処方された薬や自分の病名を調べることができる。   

イ．救急車が家まで迎えに来て、遠く離れた病院まで搬送してくれる。   

ウ．医師と患者をネットワークで結び、その場に医師がいなくても診察を受けられる。  
 

エ．医師が作成するカルテを電子化し、コンピュータ上で読み書きができる。  

 

問５ 情報発信のマナーについて述べた文として、正しいものを次のア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．情報はスピードが命なので、新しく仕入れた情報を素早くインターネットで広めた。   

イ．友人についてのうわさ話が届いたが、他人に伝える前にきちんと本人に確認した。   

ウ．友人関係を広げるために、自分の名前や学年、学校名などを積極的に発信した。  
 

エ．知らない相手からメッセージが届いたので、ていねいに自分の名前を返信した。  

 

問６ 次の表のように、2020 年は日本全国の夏の風物詩である花火大会が日程変更もしくは、中止となっています。これらの花火大会

が例年通りに開催できないのはなぜか、その理由を説明しなさい。 

都道府県 大会名 日程  都道府県 大会名 日程  

埼玉 熊谷花火大会 変更  神奈川 ふじさわ江の島花火大会 中止  

東京 隅田川花火大会 変更  広島 宮島水中花火大会 中止  

東京 江東花火大会 変更  宮城 かみ鳴瀬川大花火大会 中止  

滋賀 びわ湖大花火大会 変更  神奈川 鶴見川サマーフェスティバル花火大会 中止  

 

 

 

 

 

令和２年度  社 会【中学Ⅰ期】（その２） 受験番号  



３ 次の会話文を読んで、以下の各問いに答えなさい。 

Ａさん ： 昨年は「平成」から「令和」へ元号が新しくなったわ。平成生まれの私たちも令和にようやく慣れてきたね。 

Ｂくん ： そうだね。よし。今日は元号について調べてみよう！ 

Ａさん ： 「令和」は、初めて日本の書物の中のことばからとられたんだって聞いたよ。 

Ｂくん ： 新聞記事を見てみると、奈良時代の和歌集 ① からとったと書いてあるね。 

Ａさん ： 元号はもともと中国のもので、日本では大化改新のときの「大化」というのが 646 年に定められたと書かれてるよ。701
年の大宝律令の「大宝」からは継続的に使われているそうよ。 

Ｂくん ： 大化の改新とか大宝律令とか聞いたことあるよ。②縄文時代とか弥生時代とかいうのは元号ではないんだね。 

Ａさん ： 縄文土器や弥生土器からとられた時代区分なんだって。③奈良時代とか平安時代とかは、都がおかれた場所からとられ

た時代区分よね。④鎌倉時代とか室町時代、江戸時代は幕府がおかれた場所ね。 

Ｂくん ： ということは、元号が時代区分に使われるのは⑤明治時代以降になるよね。 

Ａさん ： でも、歴史の教科書にはそれ以前の時代の元号もいろいろ出てくるよ。例えば、⑥応仁の乱とか、⑦文永の役や弘安の

役、承久の乱とか。 

Ｂくん ： たくさんあるんだね。⑧天平文化とか⑨元禄文化とか化政文化というのもそうなのかな？ 

Ａさん ： そうだよ。和同開珎や寛永通宝、慶長小判など、お金にも当時の年号がつけられているものがあるよ。 

Ｂくん ： 元号は時代をイメージする手助けになりそう。「令和」という時代を素晴らしい時代にしていこう！ 

 

問１ 会話文中 ① にあてはまる現存する最古の和歌集を漢字で答えなさい。 
 

 

 

問２ 下線部②について、縄文時代・弥生時代に関係のあることがらを次のア～キから２つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。 

ア．ナウマンゾウやオオツノジカなど大型動物の狩りを集団でおこなった。 
イ．貝塚などの遺跡がみられる。 
ウ．日本列島は大陸と陸続きであった。 
エ．前方後円墳が全国各地に広がった。 
オ．高床倉庫がつくられるようになった。 
カ．打製石器だけでなく、磨製石器や骨角器が使われるようになった。 

キ．小国
く に

が多くつくられ、周囲をほりで囲んだ集落などがつくられた。 

 

縄文 
時代   
弥生 
時代   

 

問３ 下線部③について、奈良時代に国が土地の私有を認める法令を出した結果、各地に私有地が増えていきました。この私有地は奈

良時代や平安時代を通じてどうなっていきましたか。あやまっているものを次のア～エから 1つ選び、記号で答えなさい。 

ア． 貴族や寺社が農民を使って土地を開き、多くの私有地を持つようになっていった。 

イ． 私有地の中には、役人の立ち入りを拒否できる権利を与えられた土地もあった。 

ウ． 私有地の中には、税を納めなくてもよいという権利を与えられた土地もあった。 

エ． 国司に土地をあずけて、中央の貴族からの税の要求に対抗する動きがみられた。 

 

 

 

問４ 下線部④について、それぞれの場所を次の地図中のア～カから選び、それぞれ記号で答えなさい。 

 

   

 
鎌倉  

 

 
室町  

 

 
江戸  
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ア 

イ 

ウ 

エ 

オ 

カ 



 
問５ 下線部⑤について、次のア～エの説明文は明治維新前後のできごとを示している。年代の古い順に並べかえ、記号で答えなさい。 

ア． 藩が廃止され、県が新たに置かれた。 

イ． 将軍が天皇に政権を返した。 

ウ． アメリカと日米修好通商条約を結んだ。 

エ． 大日本帝国憲法が制定された。 

 

 →  →  →  

 

問６ 下線部⑥について、この乱のあと、戦国時代となりますが、戦国大名についてのべた次のア～エの文章のうち、正しいものを１

つ選び、記号で答えなさい。 

ア． 戦国大名は幕府から領地を保障されることで勢力を伸ばしていった。 

イ． 戦国大名の中には家臣（家来）であった者が大名を倒すことで大名となった者がいた。 

ウ． 戦国時代には兵農分離が進み、百姓身分（農民）がいくさ
．．．

に参加することはなくなった。 

エ． 戦国大名の中には一向宗（浄土真宗）の寺院と結びつき、一向一揆を起こすものもいた。 

 

 

 

問７ 下線部⑦について、文永の役・弘安の役および承久の乱に当てはまる説明文を次のア～エから１つずつ選び、それぞれ記号で答

えなさい。 

ア． 後醍醐天皇を中心とする朝廷の軍隊が、鎌倉に攻め込み、幕府はほろんだ。 

イ． 後鳥羽上皇が幕府を倒そうと全国の武士たちに呼びかけたが、多くの武士は幕府側につき幕府軍が勝利した。 

ウ． 朝鮮に２度にわたって出兵したが、明からの援軍もあり、最終的には撤退した。 

エ． 元軍が博多湾に２度にわたって攻め込んできたが、相手軍の分裂や武士たちの抵抗もあり、撃退した。 

 文永の役 

弘安の役 
 承久の乱  

 

問８ 下線部⑧について、東大寺の正倉院には、聖武天皇の遺品など西アジアから伝えられた工芸品が多数納められています。これら 

の品物が伝えられたルートは何とよばれるか答えなさい。 

 
 

 

問９ 下線部⑨について、次の各問いに答えなさい。 

(１) 江戸時代には仏教や儒学が伝わる以前からの日本人の考え方を明らかにしようとする学問が生まれました。この学問を何という

か答えなさい。 

(２) 江戸時代の中ごろから、キリスト教に関係しない実用的なヨーロッパの文化・学問を学ぼうという動きがさかんになりました。

その入り口としての役割を果たしたヨーロッパ人の特別な居住地が長崎にありました。その居住地を何というか答えなさい。 

(３) 下のＡ～Ｃの浮世絵について述べた文として正しいものを、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 

 Ａ Ｂ Ｃ 
 

  

 

ア．Ａの作品は西洋画の影響を受け、雨つぶが写実的にえがかれている。 
イ．Ｂの作品は歌川広重の「東海道五十三次」の中の一つである。 
ウ．Ｃは初期の浮世絵を代表する菱川師宣の作品である。 

エ．Ａ・Ｂ・Ｃの作品はいずれも城や屋しきのびょうぶ
．．．．

やふすま
．．．

にえがかれた。 

 (1)  (2)  (3)  
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１ 以下の各問いに答えなさい。 

問１ 日本の領土の範囲について述べた文として、あやまっているものを次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．北の端は、択捉島であり、現在ロシアに不法占拠されている。   

イ．西の端は、与那国島であり、沖縄県に属している。   

ウ．南の端は、沖ノ鳥島であり、東京都に属している。  
エ 

エ．東の端は、南鳥島であり、島が沈まないようにコンクリートで固めている。  

 

問２ 次の表は、北海道・本州・四国・九州の面積について書かれたものである。九州にあてはまるものを次のア～エから１つ選び、

記号で答えなさい。 

ア イ ウ エ  
ウ 227,942 ㎢ 77,983 ㎢ 36,782 ㎢ 18,297 ㎢ 【国土地理院データ 2018より作成】 

 

問３ 次の図が示すア～エの都道府県に関して、となり合う都道府県を選び記号で答えなさい。ただし、縮尺は一定ではありません。 

 

    

 

 ア と イ 

 

問４ 地形について、次の写真Ａ～Ｃと平野、台地、盆地の正しい組み合わせを次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 

 

 

【Google Earth で作成】  ア イ ウ エ   

  Ａ 台地 盆地 平野 平野   

  Ｂ 平野 台地 盆地 台地  
エ 

  Ｃ 盆地 平野 台地 盆地  

 

問５ 次の表は、各野菜の収穫量上位４都道府県と各都道府県のレタス出荷時期・標高の平均を示している。都市部から遠い長野県や

群馬県が上位にある理由について、気候の特徴をふまえて説明しなさい。 

 白菜 キャベツ レタス   レタス出荷時期 標高の平均  

１位 茨城 群馬 長野  長野 10月～４月 1,033 m  

２位 長野 愛知 茨城  茨城 ５月～10月 98 m  

３位 北海道 千葉 群馬  群馬 ４月～９月 740 m  

４位 群馬 茨城 長崎  長崎 11月～３月 135 m  

【農林水産省統計 2017、日本統計協会「統計で見る日本 2009」より作成】 

 

長野県や群馬県は標高が高く、気温が低い。このことを活かして、都市部に近い場所では栽培がで

きない時期に、都市部へ出荷しているため。 
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Ａ Ｃ 

エ ウ イ ア 

Ｂ 



 

問６ 水産資源について述べた文章ア～エの中で、あやまっているものを１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．クジラ漁については、賛成する国と反対する国の間で論争が続いている。   

イ．サンマの不漁が続いており、原因には地球温暖化や乱獲の影響が挙げられている。   

ウ．日本では、ウナギは卵からの完全養殖が行われており、安定して提供されている。  
ウ 

エ．サーモンは主にノルウェーやチリといった寒い地域で養殖されている。  

 

２ 以下の各問いに答えなさい。 

問１ 日本で工業のさかんな地域が、海沿いに集中している理由を説明しなさい。 

 

日本では、工業原料を輸入し製品を輸出する加工貿易を行っているため、輸出入に便利な太平洋沿

いに工業地域が集中している。 

 

 

問２ 日本が大部分を輸入に頼っている品目として、あやまっているものを次のア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．石灰石 イ．石炭  
ア 

ウ．石油 エ．鉄鉱石  

 

問３ 充電が必要な電気自動車に使われている部品として、あやまっているものを次のア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．モーター イ．エンジン  
イ 

ウ．バッテリー エ．ブレーキ  

 

問４ 遠隔医療について述べた文として、正しいものを次のア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．インターネットを使って処方された薬や自分の病名を調べることができる。   

イ．救急車が家まで迎えに来て、遠く離れた病院まで搬送してくれる。   

ウ．医師と患者をネットワークで結び、その場に医師がいなくても診察を受けられる。  
ウ 

エ．医師が作成するカルテを電子化し、コンピュータ上で読み書きができる。  

 

問５ 情報発信のマナーについて述べた文として、正しいものを次のア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア．情報はスピードが命なので、新しく仕入れた情報を素早くインターネットで広めた。   

イ．友人についてのうわさ話が届いたが、他人に伝える前にきちんと本人に確認した。   

ウ．友人関係を広げるために、自分の名前や学年、学校名などを積極的に発信した。  
イ 

エ．知らない相手からメッセージが届いたので、ていねいに自分の名前を返信した。  

 

問６ 次の表のように、2020年は日本全国の夏の風物詩である花火大会が日程変更もしくは、中止となっています。これらの花火大会

が例年通りに開催できないのはなぜか、その理由を説明しなさい。 

都道府県 大会名 日程  都道府県 大会名 日程  

埼玉 熊谷花火大会 変更  神奈川 ふじさわ江の島花火大会 中止  

東京 隅田川花火大会 変更  広島 宮島水中花火大会 中止  

東京 江東花火大会 変更  宮城 かみ鳴瀬川大花火大会 中止  

滋賀 びわ湖大花火大会 変更  神奈川 鶴見川サマーフェスティバル花火大会 中止  

 

 

近年の花火大会では、事故を防止するために警備員を多く配置している。しかし、2020年の夏には、

東京オリンピックが開催され、花火大会に十分な警備員が配置できないため。 
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３ 次の会話文を読んで、以下の各問いに答えなさい。 

Ａさん ： 昨年は「平成」から「令和」へ元号が新しくなったわ。平成生まれの私たちも令和にようやく慣れてきたね。 

Ｂくん ： そうだね。よし。今日は元号について調べてみよう！ 

Ａさん ： 「令和」は、初めて日本の書物の中のことばからとられたんだって聞いたよ。 

Ｂくん ： 新聞記事を見てみると、奈良時代の和歌集 ① からとったと書いてあるね。 

Ａさん ： 元号はもともと中国のもので、日本では大化改新のときの「大化」というのが 646 年に定められたと書かれてるよ。701
年の大宝律令の「大宝」からは継続的に使われているそうよ。 

Ｂくん ： 大化の改新とか大宝律令とか聞いたことあるよ。②縄文時代とか弥生時代とかいうのは元号ではないんだね。 

Ａさん ： 縄文土器や弥生土器からとられた時代区分なんだって。③奈良時代とか平安時代とかは、都がおかれた場所からとられ

た時代区分よね。④鎌倉時代とか室町時代、江戸時代は幕府がおかれた場所ね。 

Ｂくん ： ということは、元号が時代区分に使われるのは⑤明治時代以降になるよね。 

Ａさん ： でも、歴史の教科書にはそれ以前の時代の元号もいろいろ出てくるよ。例えば、⑥応仁の乱とか、⑦文永の役や弘安の

役、承久の乱とか。 

Ｂくん ： たくさんあるんだね。⑧天平文化とか⑨元禄文化とか化政文化というのもそうなのかな？ 

Ａさん ： そうだよ。和同開珎や寛永通宝、慶長小判など、お金にも当時の年号がつけられているものがあるよ。 

Ｂくん ： 元号は時代をイメージする手助けになりそう。「令和」という時代を素晴らしい時代にしていこう！ 

 

問１ 会話文中 ① にあてはまる現存する最古の和歌集を漢字で答えなさい。 
万葉集 

 

 

問２ 下線部②について、縄文時代・弥生時代に関係のあることがらを次のア～キから２つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。 

ア．ナウマンゾウやオオツノジカなど大型動物の狩りを集団でおこなった。 
イ．貝塚などの遺跡がみられる。 
ウ．日本列島は大陸と陸続きであった。 
エ．前方後円墳が全国各地に広がった。 
オ．高床倉庫がつくられるようになった。 
カ．打製石器だけでなく、磨製石器や骨角器が使われるようになった。 

キ．小国
く に

が多くつくられ、周囲をほりで囲んだ集落などがつくられた。 

 

縄文 
時代 イ カ 
弥生 
時代 オ キ 

 

問３ 下線部③について、奈良時代に国が土地の私有を認める法令を出した結果、各地に私有地が増えていきました。この私有地は奈

良時代や平安時代を通じてどうなっていきましたか。あやまっているものを次のア～エから 1つ選び、記号で答えなさい。 

ア． 貴族や寺社が農民を使って土地を開き、多くの私有地を持つようになっていった。 

イ． 私有地の中には、役人の立ち入りを拒否できる権利を与えられた土地もあった。 

ウ． 私有地の中には、税を納めなくてもよいという権利を与えられた土地もあった。 

エ． 国司に土地をあずけて、中央の貴族からの税の要求に対抗する動きがみられた。 

 

エ 

 

問４ 下線部④について、それぞれの場所を次の地図中のア～カから選び、それぞれ記号で答えなさい。 

 

   

 
鎌倉 ウ 

 

 
室町 カ 

 

 
江戸 イ  
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問５ 下線部⑤について、次のア～エの説明文は明治維新前後のできごとを示している。年代の古い順に並べかえ、記号で答えなさい。 

ア． 藩が廃止され、県が新たに置かれた。 

イ． 将軍が天皇に政権を返した。 

ウ． アメリカと日米修好通商条約を結んだ。 

エ． 大日本帝国憲法が制定された。 

 

ウ → イ → ア → エ 

 

問６ 下線部⑥について、この乱のあと、戦国時代となりますが、戦国大名についてのべた次のア～エの文章のうち、正しいものを１

つ選び、記号で答えなさい。 

ア． 戦国大名は幕府から領地を保障されることで勢力を伸ばしていった。 

イ． 戦国大名の中には家臣（家来）であった者が大名を倒すことで大名となった者がいた。 

ウ． 戦国時代には兵農分離が進み、百姓身分（農民）がいくさ
．．．

に参加することはなくなった。 

エ． 戦国大名の中には一向宗（浄土真宗）の寺院と結びつき、一向一揆を起こすものもいた。 

 

イ 

 

問７ 下線部⑦について、文永の役・弘安の役および承久の乱に当てはまる説明文を次のア～エから１つずつ選び、それぞれ記号で答

えなさい。 

ア． 後醍醐天皇を中心とする朝廷の軍隊が、鎌倉に攻め込み、幕府はほろんだ。 

イ． 後鳥羽上皇が幕府を倒そうと全国の武士たちに呼びかけたが、多くの武士は幕府側につき幕府軍が勝利した。 

ウ． 朝鮮に２度にわたって出兵したが、明からの援軍もあり、最終的には撤退した。 

エ． 元軍が博多湾に２度にわたって攻め込んできたが、相手軍の分裂や武士たちの抵抗もあり、撃退した。 

 文永の役 

弘安の役 
エ 承久の乱 イ 

 

問８ 下線部⑧について、東大寺の正倉院には、聖武天皇の遺品など西アジアから伝えられた工芸品が多数納められています。これら 

の品物が伝えられたルートは何とよばれるか答えなさい。 

 
シルクロード（絹の道） 

 

問９ 下線部⑨について、次の各問いに答えなさい。 

(１) 江戸時代には仏教や儒学が伝わる以前からの日本人の考え方を明らかにしようとする学問が生まれました。この学問を何という

か答えなさい。 

(２) 江戸時代の中ごろから、キリスト教に関係しない実用的なヨーロッパの文化・学問を学ぼうという動きがさかんになりました。

その入り口としての役割を果たしたヨーロッパ人の特別な居住地が長崎にありました。その居住地を何というか答えなさい。 

(３) 下のＡ～Ｃの浮世絵について述べた文として正しいものを、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。 

 Ａ Ｂ Ｃ 
 

  

 

ア．Ａの作品は西洋画の影響を受け、雨つぶが写実的にえがかれている。 
イ．Ｂの作品は歌川広重の「東海道五十三次」の中の一つである。 
ウ．Ｃは初期の浮世絵を代表する菱川師宣の作品である。 

エ．Ａ・Ｂ・Ｃの作品はいずれも城や屋しきのびょうぶ
．．．．

やふすま
．．．

にえがかれた。 

 (1) 国学 (2) 出島 (3) ウ 
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