
令和４年度（２０２２年度）

高等学校入学試験問題

英 語
（６０分）

高

注 意

「始め」の合図があるまでは問題を開いてはいけません。

１ 「始め」という合図で始め、「やめ」という合図ですぐにやめなさい。
２ 問題は１ページから１２ページまでです。

けた

３ 解答を始める前に、まず、解答用紙に氏名を記入しなさい。次に、受験番号（５桁）を
記入し、下のマーク欄の を塗りつぶしなさい。

４ 解答方式には、記述式と選択（マーク）式がある。選択（マーク）式により解答する
場合は、その番号の を塗りつぶしなさい。

５ 質問や用があるときは、声を出さずに静かに手をあげなさい。
問題の内容についての質問は受け付けません。



１ 次の英文は、環境問題に対する取り組みについて２人の姉妹（Melati Wijsen, Isabel
Wijsen）が発表したものである。これを読んで、後の問いに答えよ。

MW : We are sisters, and we go to the best school on（ あ ）: Green School, Bali. Green
School is not only different in the way it is built out of bamboo, but also in the way it
teaches. We are taught to become leaders of today.

IW : One day we had a lesson in class where we learned about アsignificant people, like Nelson
Mandela, Lady Diana and Mahatma Gandhi. Walking home that day, we agreed that
we also wanted to be significant. Why should we wait until we were grown up to be
significant? We wanted to do（ い ）now.

MW : Sitting on the sofa that night, we brainstormed and thought of all the（ う ）facing Bali.
And one thing that イstood out to us the most was the plastic garbage. But that is a
huge problem. So we looked into what was a realistic（ え ）for us kids : plastic bags.
And our idea was born.

IW : We started researching, and let’s just say, as we learned, there was（ お ）good about
plastic bags. And you know what? We don’t even need them.

MW : We were really *inspired by the（ か ）to say no to plastic bags in many other
（ き ）, from Hawaii to Rwanda and to several cities like Oakland and Dublin.

IW : So, the idea turned into ウthe launch of “Bye Bye Plastic Bags.”

（注） inspire ～を感激させる

― １ ―



１．本文中の（ あ ）～（ き ）に入る最も適切なものを、以下の①～⑦からそれぞれ選べ。
ただし、同じものを２度以上用いることはできない。
① earth ② efforts ③ issues ④ nothing
⑤ places ⑥ something ⑦ target

２．下線部ア～ウの本文中の意味として最も近いものを、以下の①～④からそれぞれ選べ。
ア significant

① following older methods and ideas ② belonging to a time long ago in history
③ making you feel sad ④ having a big impact

イ stood out to us
① got our attention ② seemed boring to us
③ supported our idea ④ went out of our mind

ウ the launch of
① the chance of ② the process of
③ the possibility of ④ the start of

― ２ ―



２ 次の各問いに答えよ。

〈Ａ〉 会話が成り立つように、（ ）内の語句を適切に並べかえ、（ ）内で３番目と６
番目に来るものをそれぞれ選べ。ただし、文頭に来る語も小文字で示してある。

１．A : （ ① language ② spoken ③ what ④ is ⑤ the ⑥ in ）Canada ?
B : They speak English and French.

２．A : I（ ① write ② don’t ③ have ④ to ⑤ anything ⑥ with ）.
B : Here. You can use this pen.

３．A : Here is my stamp collection.
B : Wow. I love collecting stamps too.

But I don’t have as（ ① stamps ② do ③ many ④ as ⑤ you ⑥ old ）.

４．A : Why don’t we go mountain climbing this weekend?
B : The roads（ ① are ② into ③ of ④ leading ⑤ full ⑥ the country ）

cars at this time. Let’s play video games at home, instead.

― ３ ―



〈Ｂ〉 次の（ ）に入るものとして最も適切なものを、以下の①～④からそれぞれ選べ。

１．A : I’m leaving, Mom.
B : You should take an umbrella with you. It（ ）soon.
① rains ② will rain ③ raining ④ is rainy

２．A : Kevin, hurry up ! Your friend（ ）for you outside.
B : Just a second ! I can’t find my wallet !
① has waited ② waits ③ has been waited ④ is waiting

３．A : How（ Ａ ）you get to know Emily?
B : I went to my friend’s birthday party the other day and（ Ｂ ）some girls there.

Emily was one of them.
① A : did B : met ② A : did B : meet
③ A : were B : met ④ A : were B : meet

４．A : What’s up? You look kind of excited.
B : My brother’s coming back home from the US next week ! He’s living in LA now

as an exchange student, and I（ ）him since he left Japan. I can’t wait !
① haven’t seen ② am not seeing ③ wasn’t seen ④ didn’t see

５．A : Have you done your homework?
B : Not yet, but I’ll finish it before Mom（ ）back.
① comes ② came ③ had come ④ will come

６．A : I promised to pick up Mr. Brown at the station next week, but I don’t know what
he looks like. Can you tell me?

B : Mr. Brown? . . . Well, if I remember correctly, he’s a little taller than average,
his hair is white, and he usually（ ）glasses.

① is putting on ② is wearing ③ puts on ④ wears

― ４ ―



３ 次の各問いに答えよ。

〈Ａ〉 下の絵に描かれた状況を、１５～２０語の英文で述べよ。英文の数は問わない。ただし、
［ ］内の語句をすべて用いること。なお、［ . ］、［ , ］などの符号は語数に含めな
いものとする。

［ the artist ／ the people ］

― ５ ―



〈Ｂ〉 次の下線部を英語に直せ。ただし、２は［ ］内の語句をすべて用いること。

１．A : 将来、何になりたいの？
B : ⑴たくさんの人を幸せにするために、YouTuber になりたいんだ。でも無理だろう

なぁ。
A : ⑵試しもせずにあきらめるのは良くないよ。

２．今朝、水槽の金魚を見たとき、ピクリとも動いていなかったので、死んでいるのかと
思った。

［ the goldfish / the fish tank ］

― ６ ―



４ 次の会話文を読んで、後の問いに答えよ。

This is a radio interview between GG Dallas and Mr. Lopez, who is ＊visually impaired.

GG : Good morning Toronto. This is GG Dallas talking to you, live from the CN Tower.
We all have to have a new way of life since the coronavirus pandemic started. But
it has been even more challenging for people who are visually impaired. Mr. Lopez
is here to help us understand these challenges.

Mr. Lopez : Yes, GG. Like most blind people, I rely on other senses to get around the city.
Smells and sounds are very important, but（ あ ）.

GG : Oh, is that right? Please explain to us how.
Mr. Lopez : Well, for instance,（ い ）. Because of this, I actually walked past my regular

subway station the other day. I usually smell the hotdogs cooking at the shop next
to the station’s entrance, but this time, I couldn’t smell anything and I walked a few
meters further down before I realized my mistake.

GG : Oh yes, that is a good point. I guess not being able to smell makes it very difficult
for you to walk around town. But（ う ）.

Mr. Lopez : That’s right, GG. Sounds are also very different now. For example,（ え ）.
However, people are practicing social distancing, so those sounds are fewer and
more distant.

GG : It must have become difficult to know the movement of those around you.
Mr. Lopez : Yes, it has. Also, because we all want to protect ourselves, fewer people are

approaching me to tell me the color of the traffic lights or the movement of the
cars on the road. I wish they would help me out regardless.

GG : Thank you so much for your time Mr. Lopez. I really hope more people around
this city will start realizing the challenges faced by people with visually
impairments and help more.

Mr. Lopez : Thank you.

（注） visually impaired 視覚に障がいのある

― ７ ―



１．（ あ ）～（ え ）に入る最も適切なものを、以下の①～④からそれぞれ選べ。ただし、
同じものを２度以上用いることはできない。
① a mask prevents a lot of smells from reaching my nose
② this pandemic has made it more difficult for us to depend on these
③ I’m sure smells are not the only things that have changed these days
④ I used to rely on other people’s footsteps and voices to navigate through the city

２．次の⑴、⑵の各文が本文の内容と一致するように、後に続くものとして最も適切なものを、
以下の①～③からそれぞれ選べ。
⑴ According to Mr. Lopez,

① people want to protect other people and do everything they can do for them.
② more and more people are approaching him to tell him the color of the traffic

lights.
③ people care about social distancing and don’t try to get closer to people in need.

⑵ Through this interview, GG wants people to know that
① there are people who need help from others especially during the coronavirus

pandemic.
② he hopes to be helped by people who are visually impaired.
③ many people around the city have already realized the challenges that blind

people have.

― ８ ―



５ 次の英文を読んで、後の問いに答えよ。

In the future, people may travel to Mars by ＊spacecraft powered by water ! The spacecraft
in use today are fine for getting things into space, but they are not so good at traveling long
distances. These spacecraft burn chemical ＊fuels, and they are very expensive. Scientists say
that a water-powered spacecraft could make the trip to Mars at アa much lower cost. The idea
is just in the planning stages at the moment, but scientists think such a spacecraft could be
developed soon.

The key to the water-powered spacecraft is the engine. Regular engines push spacecraft by
burning fuel. The water engine will use steam.

イ

However, scientists think that a spacecraft blown up like a balloon will be able to.
One US company has already developed several spacecraft like this. These spacecraft

［ウa / are / is / of / made / material / strong / that ］something like the material used for
making clothes. Some have already been sent up into space. They were sent up using rockets
and then later filled with air. “Balloon” spacecraft could be very large and carry enough water
for a long trip. Today’s spacecraft carry a very limited supply of water that has to be used
carefully. With a spacecraft that is blown up like a balloon in space, enough water could be
carried to power the engines and grow food during the trip. And the people on the spacecraft
might even get to take a hot bath !

Scientists say the biggest benefit of such a spacecraft would be cost. A spacecraft that
blows up like a balloon and uses water to push it through space would cost about one thirtieth
of a normal spacecraft. Such savings naturally encourage continued research into balloon
spacecraft and water engines. If these scientists are correct, エwe may soon be（ あ ）our
way（ い ）Mars in a spacecraft powered（ う ）water.

（注） spacecraft 宇宙船 fuel 燃料

― ９ ―



１．下線部アを具体的に言いかえている箇所を本文から探し、日本語で答えよ。

２．本文中 イ には、以下の文章が入る。つながりがよくなるように並べかえ、最も適切な
ものを以下の①～⑥から選べ。
あ Of course, the spacecraft will have to carry a lot of water for the long trip to Mars.
い The steam will be created by solar panels that heat water to a high temperature.
う Today’s spacecraft could not carry that much water.
① あ→い→う ② あ→う→い ③ い→あ→う
④ い→う→あ ⑤ う→あ→い ⑥ う→い→あ

３．下線部ウを意味が通る英文になるように並べかえよ。

４．下線部エの（ あ ）～（ う ）に入る最も適切なものを、以下の①～⑤からそれぞれ選べ。
① by ② for ③ to ④ of ⑤ on

５．本文の内容に合うものを、以下の①～④から１つ選べ。
① A water-powered spacecraft is in use today and it has made the trip to Mars easy.
② Scientists think that balloon spacecraft can be one way to carry a lot of water to

space.
③ Though balloon spacecraft can carry a lot of water, it won’t be clean enough for us to

use.
④ Scientists believe that they can improve regular engines by continuing research on

balloon spacecraft.

― １０ ―



６ 次の英文を読んで、後の問いに答えよ。

“Just remember, it’s always in to be out.” That is what my wise Texas friend reminded me
of not long ago when I was feeling a bit like a funny foreigner in Japan. It happens from time to
time. As much as I love Japan, there are times when I wish I didn’t stick out so much.

OK, so let’s back up a little. What exactly was my Texas friend saying? The expression “to
be in” basically means “to be in fashion” or, more simply put, “cool.” “Out,” on the other hand,
means “out of fashion,” or in this case, “different.” So she was reminding me that アit’s always
cool（ ）.”

She said this in response to a story I told her about a sports club in Tokyo. I had gone out
with some friends from the club the night before, and one man said to me, “Hey, I saw you at
the pool the other day.” He was laughing. “You were doing some kind of funny stroke.” Then
he showed how I looked with his arms. “Right !” Finally I understood イwhat he was talking
about. “I was doing the sidestroke.” Now to me, there’s nothing funny or unusual about the
sidestroke. I often do it to relax after a few laps of doing the crawl. I had no idea that it looked
strange to other people, or that it would even be noticed.

Hearing this made me feel a bit uncomfortable, though I’m sure my friend wasn’t trying to
make me feel（ あ ）. We were having a（ い ）time, so I just laughed along with him. But
the next day, I was still thinking about it and wondering what other “（ う ）” things I do that
people notice. So I wrote to my friend in Texas, and that’s when she told me, “Just remember,
it’s always in to be out.” Exactly what I needed to hear !

In fact, I grew up hearing that kind of message all around me like other American kids. We
heard it at home, on TV, in the movies, and especially at school. “Be yourself,” a popular slogan
you even hear in Japan these days, sounds very similar to something Ralph Waldo Emerson, the
famous American poet and ＊philosopher, said over 150 years ago : “Insist on yourself ; never
imitate.” Emerson’s ideas along with those of his friend, Henry David Thoreau, are still taught
as classic expressions of individualism. American kids are encouraged to “ウmarch to the beat
of your own drummer,” which is something Thoreau said long ago in different words. A more
recent expression of individualism is the slogan, “Celebrate Difference,” often seen as a popular
call for ＊multiculturalism on college campuses.

In reality though, even in America it’s not always easy to be different. A lot of people
follow the same fashions, and kids who are especially different are sometimes ＊bullied. Most
young people also have to deal with what’s called “エpeer pressure,” which is often strong
pressure from your own group to be like everyone else. This kind of mixed message can be
quite confusing, especially for young people : Be yourself, but don’t be too different !

So even in America, with all its messages of individualism, it may feel more comfortable to
fit in than to stick out. It’s almost always easiest to simply follow the crowd, wherever you
happen to be. However, the fact is we are all different. Like snowflakes, no two people are alike.
Maybe オthat’s why we need to keep it in mind that difference is something to celebrate.

（注） philosopher 哲学者 multiculturalism 多文化主義 bully ～をいじめる

― １１ ―



１．本文の流れに合うように、下線部アの（ ）を３語の英語で埋めよ。

２．下線部イが指す内容として最も適切なものを、以下の①～④から選べ。
① The man was better at swimming than the writer.
② The way the writer did the sidestroke looked funny to the man.
③ The sidestroke is called “funny stroke” in Japan.
④ Not many people do the sidestroke to relax in Japan.

３．本文中の（ あ ）～（ う ）に入る語の組み合わせとして最も適切なものを、以下の①～
⑥から選べ。
① （あ）strange （い）sad （う）good
② （あ）strange （い）good （う）sad
③ （あ）sad （い）strange （う）good
④ （あ）sad （い）good （う）strange
⑤ （あ）good （い）strange （う）sad
⑥ （あ）good （い）sad （う）strange

４．本文の流れから、下線部ウはどのような生き方を表していると考えられるか。解答欄にあう
ように、空所に５～１０字の日本語を入れよ。

５ １０
生き方

５．下線部エを説明する具体例として最も適切なものを、以下の①～④から選べ。
① I like baseball, so I often go to the stadium with my friends and enjoy watching the

game there.
② Some of my friends asked me to go and see a movie with them last Sunday, but I

said “No” because I had so much homework to do then.
③ I asked my parents to buy me a smartphone because most of my classmates had one.
④ Some of my classmates gave me a lot of information about studying abroad, and I

was glad.

６．下線部オを日本語に直せ。

― １２ ―
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一

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
本
文
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
文
章
は
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け
る
「
わ
た
し
」
の
在
り
方
を
論
じ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
わ
た
し
が
わ
た
し
で
あ
る
と
い
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感
覚
は
、
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こ
か
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生
じ
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の
だ
ろ
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え
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〇
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多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
何
か
を
覚
え
て
お
く
と
い
う
振
る
舞
い
が
、
そ
れ
に
先

だ
っ
て
、
記
憶
を
構
成
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
知
識
（
季
節
の
変
化
や
社
会
ⓐ

キ
ハ
ン
な
ど
）
を
必
要
と
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
幼
児
の
場
合
、
そ
う
し
た
知
識
が
な
い
た
め
、
自
分
の
思
い
出
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
は
、
他
者
の
知
識

を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ
。

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
特
徴
的
な
こ
と
は
、
自
伝
的
記
憶
が
、
過
去
の
出
来
事
そ
の
ま
ま
の
コ
ピ
ー
で
は
な
く
、
時
と
と
も
に

Ｘ

さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

Ａ

、
高
校
時
代
に
「
去
年
の
夏
休
み
」
の
こ
と
を
思
い
出
す

と
き
、
そ
れ
は
「
い
つ
ど
こ
で
何
を
し
た
」
と
い
う
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
大
人
に
な
っ
て
か
ら
は
ど
う
か
。
多

く
の
場
合
、
印
象
深
か
っ
た
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
部
活
の
合
宿
、
花
火
大
会
、
恋
人
と
の
デ
ー
ト
）
の
繫
ぎ
合
わ
せ
で

「
高
校
時
代
の
夏
休
み
」
と
い
う
記
憶
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
記
憶
の

Ｘ

は
、
そ
の
記
憶
に
関
す
る
意
味
付
け
も
、
と
き
と
し
て
変
え
る
こ
と
に
な
る
。
高
校
時
代
は
つ

ら
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
勉
強
や
部
活
の
記
憶
が
、
後
に
な
っ
て
「
あ
れ
は
あ
れ
で
い
い
思
い
出
だ
」
と
思
い
返
さ
れ
る
場
合

が
そ
れ
に
あ
た
る
。

こ
こ
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
わ
た
し
が
わ
た
し
で
あ
る
」
こ
と
を
「
覚
え
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
過

去
の
行
動
の
完
全
な
ⓑ

リ
レ
キ
が
保
存
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
思
い
出
さ
れ
る
た
び
に
変
化
し
、
意
味
付
け
の
変
わ
る
記
憶
を

維
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
忘
却
」
も
同
じ
く
ら
い
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
す

な
わ
ち
そ
れ
は
、
③「

記
憶
」
と
「
記
録
」
が
、
質
と
し
て
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
記
録
が

記
憶
に
果
た
す
役
割
を
考
え
る
た
め
に
、
も
う
少
し
「
記
憶
の
あ
い
ま
い
さ
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

認
知
心
理
学
者
の
高
橋
雅
延
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
が
「
覚
え
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
る
過
去
の
記
憶
も
、
実
は
か
な
り
の
程

度
あ
い
ま
い
さ
を
残
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
。
高
橋
に
よ
る
と
、
私
た
ち
は
一
ヶ
月
前
の
こ
と
を
、
事
実
の
と
お
り
に

思
い
出
せ
る
と
考
え
が
ち
だ
が
、
実
際
に
は
、
時
間
を
お
く
こ
と
で
、
五
〇
％
前
後
の
記
憶
が
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う

の
だ
。

Ｂ

そ
こ
で
私
た
ち
は
、「
想
起
す
る
記
憶
内
容
の
一
部
を
選
択
し
、
再
構
成
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
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言
え
ば
、
何
度
も
繰
り
返
し
思
い
出
す
こ
と
で
、「
虚
偽
の
記
憶
」
が
現
れ
る
場
合
さ
え
あ
る
と
高
橋
は
述
べ
て
い
る
。

そ
の
記
憶
の
ゆ
が
み
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
、
た
と
え
ば
「
暗
黙
理
論
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
ⓒ

素
人
考
え
だ
。
暗
黙
理
論

と
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
科
学
的
根
拠
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
間
で
は
信
じ
ら
れ
て
い
る
知
識
や
概
念
の
こ
と
で
あ
り
、

具
体
的
に
は
、「
幼
少
時
の
④

ト
ラ
ウ
マ
が
人
格
形
成
に
強
く
影
響
す
る
」
と
い
っ
た
知
識
の
こ
と
を
指
す
。
高
橋
に
よ
る
と
、

親
に
否
定
的
な
態
度
を
取
ら
れ
た
、
厳
格
な
し
つ
け
を
受
け
た
、
と
記
憶
し
て
い
る
者
が
、

＊
抑
う
つ
者
と
非
抑
う
つ
者
を
比

較
し
た
場
合
、
前
者
の
方
に
多
く
な
る
と
い
う
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
近
年
の
記
憶
研
究
は
、
む
し
ろ
記
憶
が
、
他
者
や
社
会
的

な
認
知
と
の
か
か
わ
り
で
容
易
に
変
化
す
る
よ
う
な
、
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
知
見
に
基
づ
い
て
、
心
理
学
者
は
、「
わ
た
し
は
わ
た
し
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
」
と
い
う
出
来
事
が
、
文
字
ど

お
り
過
去
の
出
来
事
を
脳
内
に
ス
ト
ッ
ク
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
新
た
に「
記

憶
」
と
し
て
上
書
き
さ
れ
る
よ
う
な
、「
自
己
物
語
」
の
側
面
を
持
つ
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
が
わ
た
し
で
あ

る
こ
と
の
確
信
は
、（「
も
う
ひ
と
り
の
自
分
」
の
よ
う
な
も
の
を
含
む
）
他
者
へ
の
語
り
の
中
か
ら
生
成
し
て
く
る
と
い
う
こ

と
だ
。

だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
⑤「

記
録
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
、
自
己
を
形
成
す
る
の
に
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
、

容
易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。「
高
校
時
代
の
友
人
」
が
、
ど
の
よ
う
な
人
だ
っ
た
の
か
、
放
っ
て
お
け
ば
私
た
ち
は
す
ぐ
に

忘
れ
て
し
ま
う
。

Ｃ

、
日
常
に
は
あ
ま
り
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
相
手
で
あ
っ
て
も
、
卒
業
ア
ル
バ
ム
を
見
返
し

た
り
、
あ
る
い
は
と
き
に
そ
れ
を
別
の
友
人
に
見
せ
な
が
ら
、「
彼
は
こ
う
い
う
人
で
ね
」
と
か
「
あ
あ
、
こ
ん
な
人
も
い
た

な
あ
、
彼
女
は
ね
…
…
」
と
語
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
そ
の
た
び
に
「
高
校
時
代
の
自
分
」
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
そ
れ
を
通
じ
て
「
あ
の
と
き
は
意
識
し
な
か
っ
た
け
ど
、
本
当
は
こ
の
人
の
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
ん
だ
」
な
ど
と
い
っ
た

よ
う
に
、
記
録
を
も
と
に
し
た
他
者
へ
の
語
り
を
通
じ
て
、「
い
ま
の
自
分
」
に
接
続
さ
れ
る
自
己
物
語
を
生
成
す
る
の
で
あ
る
。

若
者
の
記
憶
と
自
己
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
角
田
隆
一
は
、女
子
高
生
の
写
真
ブ
ー
ム
や
、素
人
に
よ
る
日
常
的
な
ス
ナ
ッ

プ
写
真
の
投
稿
誌
が
、
そ
れ
を
撮
る
者
、
語
る
者
に
と
っ
て
の
「
思
い
出
づ
く
り
」、
す
な
わ
ち
記
憶
の
再
構
成
と
い
う
機
能

を
持
っ
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。
角
田
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、
投
稿
を
通
じ
て
他
者
に
開
示
さ
れ
た
思
い
出
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ

い
て
語
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
こ
に
写
さ
れ
た
も
の
が
「
ほ
ん
と
う
は
大
切
な
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
媒
体
で
あ
る

と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
記
録
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
と
、
⑥

自
己
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
る
記
憶
と
の
間
の
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係

を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

記
憶
と
記
録
の
間
に
は
、
ル
ー
プ
的
な
関
係
が
見
ら
れ
る
。
記
録
は
、
そ
の
ⓓ

都
度
自
己
に
よ
っ
て
、
あ
る
出
来
事
が
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
い
わ
ば
、「
記
憶
す
る
べ
く
記
録
す
る
」
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
が
再
び

記
憶
を
引
き
出
す
た
め
の
資
源
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
形
で
の
解
釈
を
通
じ
た
、
自
己
物
語
の
生
成

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
介
在
す
る
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
記
録
と
一
致
し
な
い
場
合
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
記
録
の
側
も
、
そ

の
記
憶
に
応
じ
て
更
新
さ
れ
得
る
。
た
と
え
ば
日
記
の
よ
う
に
「
そ
の
と
き
思
い
出
し
た
こ
と
を
記
録
す
る
」
こ
と
で
保
存
さ

れ
、
新
た
な
自
己
物
語
の
た
め
の
資
源
と
し
て
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
て
い
く
場
合
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

こ
の
よ
う
な
ル
ー
プ
関
係
は
、「
記
録
さ
れ
る
わ
た
し
」
と
、
そ
れ
を
「
物
語
る
わ
た
し
」
と
が
ⓔ

ゲ
ン
ゼ
ン
と
し
て
分
離

さ
れ
て
お
り
、
記
録
に
対
し
て
様
々
な
意
味
改
変
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、

＊
ユ
ビ
キ
タ
ス

環
境
の
中
で
、
不
断
に
、
そ
し
て
個
人
の
意
志
に
か
か
わ
り
な
く
自
動
的
に
デ
ー
タ
が
蓄
積
さ
れ
、
そ
れ
が
私
た
ち
に
「
バ
ー

チ
ャ
ル
な
わ
た
し
」
の
姿
を
提
示
し
続
け
る
、
そ
う
し
た
⑦〈

遍
在
す
る
わ
た
し
〉
の
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
ル
ー
プ
は
い
か

な
る
方
向
に
変
化
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
で
展
開
し
て
き
た
「
バ
ー
チ
ャ
ル
な
わ
た
し
」
を
巡
る
議
論
は
、
こ
う
し
た
ル
ー
プ
関
係
の
ひ
と
つ
の
表
れ
で
あ
る
と

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
選
択
的
に
書
か
れ
る
・
撮
影
さ
れ
る
・
装
飾
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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「
わ
た
し
が
何
も
の
で
あ
る
か
」
が
、
デ
ー
タ
と
し
て
不
断
に
保
存
さ
れ
る
と
い
う
も
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
と
き
に
、
わ
た

し
の
主
体
的
な
意
志
と
は
関
係
な
く
、「
わ
た
し
へ
の

＊
レ
コ
メ
ン
ド
」
を
生
成
す
る
た
め
に
保
存
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
デ
ー
タ
が
自
己
物
語
を
生
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
た
と
え
ば
私
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
多
く
の

若
者
が
、
携
帯
電
話
の
通
話
リ
レ
キ
や
ア
ド
レ
ス
帳
、
過
去
の
メ
ー
ル
な
ど
を
、
折
に
触
れ
て
見
返
す
と
述
べ
た
。
か
つ
て
私

は
、
そ
れ
が
「
関
係
の
確
認
」
や
「
関
係
の
選
び
直
し
」
を
担
保
す
る
た
め
の
振
る
舞
い
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
本
書

の
文
脈
に
照
ら
し
て
再
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

Ｙ

を
確
認
す
る
た
め
の
、
自
己
物
語
を
生
成
す
る
プ

ロ
セ
ス
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
ア
ド
レ
ス
帳
を
見
返
し
て
「
こ
の
人
と
は
も
う
関
係
が
な
い
（
か
ら
消

去
し
て
も
い
い
）」
と
判
断
し
た
り
、
過
去
の
メ
ー
ル
に
「
あ
の
と
き
励
ま
し
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
く
れ
た
こ
の
人
は
、
わ
た
し

の
友
達
だ
」
と
確
認
し
た
り
す
る
こ
と
を
通
じ
た
、「
誰
か
の
友
人
で
あ
る
わ
た
し
」
を
生
成
す
る
作
業
が
、
そ
こ
で
行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

（
鈴
木
謙
介
『
ウ
ェ
ブ
社
会
の
思
想

〈
遍
在
す
る
私
〉
を
ど
う
生
き
る
か
』
よ
り
）

（
注
）
＊
抑
う
つ
者
…
…
重
く
沈
ん
だ
気
分
に
な
っ
て
、
思
考
、
行
動
、
感
情
に
影
響
が
出
て
い
る
人
。

＊
ユ
ビ
キ
タ
ス
環
境
…
…
世
の
中
の
い
た
る
所
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
埋
め
込
ま
れ
、
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
互
い
に
連
携
し
、
人
々
が
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
存
在
を
意
識
せ
ず
に
そ
の
利
便
性
を
享
受
で
き
る
よ
う
な
社
会
。

＊
レ
コ
メ
ン
ド
…
…
お
す
す
め
す
る
こ
と
。

問
１

二
重
傍
線
部
ⓐ
「
キ
ハ
ン
」、
ⓑ
「
リ
レ
キ
」、
ⓒ
「
素
人
」、
ⓓ
「
都
度
」、
ⓔ
「
ゲ
ン
ゼ
ン
」
に
つ
い
て
、
漢
字
は
読

み
を
書
き
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
改
め
よ
。

問
２

Ａ

〜

Ｃ

に
入
れ
る
の
に
適
切
な
語
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

な
ぜ
な
ら

イ

し
か
し

ウ

と
こ
ろ
で

エ

つ
ま
り

オ

た
と
え
ば

問
３

傍
線
部
①
「『
あ
の
と
き
の
わ
た
し
は
あ
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
』
と
い
っ
た
〜
わ
け
だ
。」
と
あ
る
が
、「
あ
の
と
き

の
わ
た
し
」
と
「
い
ま
の
わ
た
し
」
を
繫
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
は
何
か
。
本
文
中
か
ら
二
箇
所
抜
き
出
し
て

記
せ
。
な
お
、
一
つ
は
五
字
、
も
う
一
つ
は
十
五
字
と
す
る
。

問
４

傍
線
部
②
「
自
伝
的
記
憶
の
生
成
」
と
あ
る
が
、「
自
伝
的
記
憶
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
生
成
」
さ
れ
る
か
。
そ
の

説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

自
伝
的
記
憶
は
、
辛
か
っ
た
思
い
出
を
よ
い
思
い
出
に
変
え
よ
う
と
す
る
本
能
的
な
防
御
反
応
に
よ
っ
て
都
合
よ
く

生
成
さ
れ
る
。

イ

自
伝
的
記
憶
は
、
大
人
に
な
っ
て
思
春
期
の
経
験
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
取
捨
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
生
成
さ
れ
る
。

ウ

自
伝
的
記
憶
は
、
自
分
の
経
験
し
た
様
々
な
出
来
事
を
思
い
出
し
た
り
他
者
と
の
会
話
を
通
し
た
り
す
る
こ
と
で
そ

の
度
ご
と
に
意
味
づ
け
を
変
え
て
生
成
さ
れ
る
。

エ

自
伝
的
記
憶
は
、
自
我
の
形
成
期
や
移
行
期
に
お
い
て
印
象
に
残
る
経
験
を
し
た
こ
と
を
基
に
自
ら
の
力
で
生
成
さ

れ
る
。

オ

自
伝
的
記
憶
は
、
他
者
と
の
会
話
の
中
で
自
分
の
過
去
を
伝
え
た
い
と
い
う
意
志
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
生
成
さ

れ
る
。

― ３ ―



問
５

Ｘ

に
共
通
し
て
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

再
解
釈

イ

重
層
化

ウ

記
録
化

エ

再
構
成

オ

追
体
験

問
６

傍
線
部
③
「『
記
憶
』
と
『
記
録
』
が
、
質
と
し
て
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
点
で

「
異
な
る
」
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

記
録
が
何
ら
か
の
媒
体
を
必
要
と
す
る
の
に
対
し
て
、
記
憶
は
媒
体
を
必
要
と
し
な
い
点
。

イ

記
録
が
他
者
と
共
有
さ
れ
る
客
観
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
記
憶
は
あ
く
ま
で
も
主
観
的
な
も
の
で
あ

る
点
。

ウ

記
録
が
事
実
に
基
づ
い
て
い
て
正
確
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
記
憶
は
個
人
の
好
み
に
よ
っ
て
変
化
す
る
た
め

不
正
確
で
あ
る
点
。

エ

記
録
が
過
去
の
事
実
を
そ
の
ま
ま
保
存
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
記
憶
は
作
り
変
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
点
。

オ

記
録
が
過
去
の
出
来
事
を
時
系
列
に
添
っ
て
並
べ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
記
憶
は
人
間
の
関
心
事
の
大
き
さ

に
よ
っ
て
密
度
が
変
化
す
る
点
。

問
７

傍
線
部
④
「
ト
ラ
ウ
マ
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

心
的
外
傷

イ

欲
求
不
満

ウ

承
認
願
望

エ

思
慮
分
別

オ

母
子
関
係

問
８

傍
線
部
⑤
「『
記
録
』
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
特
性
を
持
つ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最

も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

「
記
録
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、
そ
の
正
確
さ
と
容
量
の
大
き
さ
故
に
人
間
の
能
力
を
は
る
か
に
超
え
た
力
を
持
つ

も
の
で
あ
る
。

イ

「
記
録
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、
記
憶
を
呼
び
お
こ
す
た
め
の
材
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
有
用
な
も
の

で
あ
る
。

ウ

「
記
録
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、
記
憶
し
に
く
い
複
雑
な
こ
と
が
ら
を
、
媒
体
を
つ
か
っ
て
保
存
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
一
度
に
大
量
の
記
録
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
現
在
の
社
会
で
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

エ

「
記
録
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、
長
期
に
及
ぶ
保
存
力
を
持
っ
て
い
る
た
め
社
会
の
中
で
記
憶
が
失
わ
れ
て
い
く
の

を
防
ぐ
の
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

オ

「
記
録
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、
媒
体
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
る
容
量
に
違
い
が
あ
る
た
め
人
々
は
よ
り
大
量
に
記
録

で
き
る
媒
体
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。

問
９

傍
線
部
⑥
「
自
己
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
る
記
憶
」
と
あ
る
が
、「
記
憶
」
を
「
物
語
」
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ

れ
を
具
体
的
に
表
現
し
た
部
分
を
本
文
中
か
ら
四
十
字
以
上
、
四
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
そ
の
は
じ
め
と
終
わ
り
の

五
字
を
記
せ
。

― ４ ―



問
１０

傍
線
部
⑦
「〈
遍
在
す
る
わ
た
し
〉」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
わ
た
し
」
と
い
う
語
に
続
く
よ
う
に
、
本
文
中
の
語

句
を
用
い
て
二
十
字
以
内
で
書
け
。
た
だ
し
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
と
い
う
語
は
必
ず
用
い
る
こ
と
。

問
１１

Ｙ

に
入
る
表
現
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

わ
た
し
が
常
に
他
者
と
の
関
係
を
確
認
し
て
生
き
て
い
る
存
在
で
あ
る
か

イ

わ
た
し
が
立
場
に
応
じ
て
自
己
を
変
え
て
い
く
存
在
で
あ
る
か

ウ

わ
た
し
が
い
か
な
る
関
係
に
開
か
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
か

エ

わ
た
し
が
見
る
角
度
に
よ
っ
て
違
っ
た
存
在
に
見
え
る
か

オ

わ
た
し
が
い
か
に
友
人
に
愛
さ
れ
て
い
る
か

― ５ ―



二

次
の
文
章
【
Ⅰ
】【
Ⅱ
】【
Ⅲ
】
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

は
や
た

隼
太
は
、
早
く
に
両
親
を
亡
く
し
、
み
す
ぼ
ら
し
い
家
に
一
人
で
住
み
、
村
の
人
々
の
使
い
歩
き
を
し
な
が
ら
暮
ら
し
を
立
て
て
い
る
。

体
格
も
小
さ
く
瘦
せ
て
い
て
、
一
つ
年
下
の
敏
也
と
仲
平
に
い
つ
も
か
ら
か
わ
れ
て
い
る
。

【
Ⅰ
】

隼
太
の
家
は
、
そ
の
士
族
部
落
の
外
れ
に
あ
っ
た
。
こ
れ
も
郷
士
屋
敷
に
は
違
い
な
い
が
、
他
の
屋
敷
の
豊
か
そ
う
な
の
と

ぼ
う
ぼ
う

く
ら
べ
て
、
ま
る
で
話
に
な
ら
な
い
。
手
入
れ
の
と
ど
か
な
い
自
然
生
の
よ
う
な

＊
ユ
ス
の
生
垣
に
か
こ
ま
れ
た
草
蓬
々
の
敷

ふ

地
の
真
中
に
、
草
葺
き
の
家
が
一
軒
ぽ
つ
ん
と
立
っ
て
い
る
だ
け
だ
。

敏
也
と
仲
平
は
、
霜
に
た
だ
れ
て
ぽ
く
ぽ
く
し
た
土
に
生
え
て
い
る
霜
枯
れ
た
雑
草
を
ぴ
し
ぴ
し
踏
み
し
だ
き
な
が
ら
家
の

ま
わ

裏
手
に
廻
っ
た
。

落
葉
に
埋
も
れ
そ
う
な
は
ね
つ
る
べ
の
井
戸
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
隼
太
は
い
た
。

「
そ
ら
見
ろ
」
と
言
い
た
げ
に
、
仲
平
は
敏
也
の
顔
を
見
る
。

な
る
ほ
ど
、
刀
を
砥
い
で
い
る
。

か
じ
か
ん
だ
よ
う
に
瘦
せ
た
頰
や
額
に
微
か
に
汗
を
に
じ
ま
せ
て
、
①

細
い
黒
い
手
に
刀
を
お
さ
え
て
、
し
ゅ
ッ
し
ゅ
ッ

し
ゅ
ッ
と
砥
い
で
い
た
が
、
二
人
の
姿
を
見
る
と
に
や
に
や
と
笑
っ
た
。

き
ま
り
悪
が
っ
て
い
る
よ
う
な
あ
い
ま
い
な
Ⓧ

微
笑
だ
っ
た
。

「
隼
太
ど
ん
」

敏
也
は
、
井
戸
の
側
の
葉
の
落
ち
つ
く
し
た
柿
の
幹
に
背
を
も
た
し
て
声
を
か
け
た
。

「
何
じ
ゃ
」

隼
太
は
も
う
ふ
り
か
え
ら
な
か
っ
た
。
赤
く
こ
ご
え
た
あ
か
ぎ
れ
だ
ら
け
の
手
で
水
を
す
く
っ
て
か
け
な
が
ら
砥
ぎ
つ
づ
け

て
い
る
。

も
う
随
分
よ
く
砥
げ
て
い
た
。
仲
平
の
話
で
は
、
塩
鰯
の
よ
う
に
真
赤
に
錆
び
た
刀
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
に
、
錆
は
も

う
す
っ
か
り
落
ち
て
に
ぶ
く
光
っ
て
い
た
。

お
は
ん

か
た
き
う
ち

「
＊

貴
下
な
敵
討
で
も
す
る
つ
も
り
な
」

笑
い
を
こ
ら
え
て
、
敏
也
は
き
ま
じ
め
に
問
い
か
け
た
。

「
う
う
ん
」

と
、
隼
太
は
首
を
ふ
っ
た
。

「
そ
ん
な
ら
、
何
事
、
刀
な
ん
ぞ
砥
ぐ
と
な
。
刀
は
人
を
斬
る
も
ん
じ
ゃ
ぞ
」

隼
太
は
返
事
を
し
な
か
っ
た
。
か
ら
か
う
つ
も
り
で
い
る
相
手
の
心
が
わ
か
っ
た
も
の
ら
し
か
っ
た
。

ゆ
ッ

「
隼
太
ど
ん
な
戦
さ
に
行
く
ん
じ
ゃ
げ
な
。
そ
う
じ
ゃ
な
、
隼
太
ど
ん
。
貴
下
な
戦
さ
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う
の
じ
ゃ
と
い

う
た
な
」

仲
平
が
わ
き
か
ら
口
を
出
す
。
横
目
で
敏
也
に
め
く
ば
せ
す
る
目
が
笑
っ
て
い
る
。

こ
ツ

ゆ
っ
さ

「
ほ
ん
の
事
な
。
ほ
ん
の
事
、
戦
争
に
行
く
と
な
」

ぎ
ょ
う
さ
ん

敏
也
は

＊
仰
山
げ
に
驚
い
て
見
せ
る
。

依
然
と
し
て
、
隼
太
は
黙
っ
て
い
る
。
し
ゅ
ッ
し
ゅ
ッ
し
ゅ
ッ
と
砥
ぎ
つ
づ
け
て
い
た
。

「
そ
ら
ほ
ん
の
事
に
き
ま
っ
ち
ょ
る
、
さ
っ
き
隼
太
ど
ん
が
そ
げ
ん
言
う
た
ん
じ
ゃ
も
の
」

「
し
か
し
、
隼
太
ど
ん
に
戦
さ
が
出
来
ッ
じ
ゃ
ろ
か
い
」

き
つ

ご

ぶ

れ
さ
あ

「
敏
也
、
汝
は
隼
太
ど
ん
が
強
か
こ
と
は
知
っ
ち
ょ
る
は
ず
じ
ゃ
が
。
御
無
礼
様
な
事
言
う
な
」

― ６ ―



あ
っ
で

す
も
う

「
左
様
、
左
様
、
隼
太
ど
ん
な
強
か
の
じ
ゃ
っ
た
な
。
角
力
を
取
っ
て
も
強
か
し
、
喧
嘩
を
し
て
も
強
か
し
、
そ
い
で
、
そ
ん

ひ
と
な
ぎ

刀
を
持
っ
た
な
ら
官
の
十
人
や
二
十
人
、
一
薙
に
斬
っ
ぱ
ろ
て
し
ま
う
じ
ゃ
ろ
な
」

互
い
に
目
と
目
で
笑
い
か
わ
し
な
が
ら
か
ら
か
っ
て
い
る
と
、
突
然
、
隼
太
が
顔
を
上
げ
た
。

ち
ょ
く
ら

「
貴
下
達
は
俺
ど
ん
の

＊
嘲
弄
か
す
た
め
に
来
や
っ
た
の
か
」

静
か
な
低
い
声
だ
っ
た
が
、
は
げ
し
い
怒
り
を
内
に
つ
つ
ん
だ
声
だ
っ
た
。
唇
が
ふ
る
え
て
、
細
い
真
黒
な
瞳
が
射
る
よ
う

な
鋭
さ
を
も
っ
て
見
つ
め
て
い
た
。

敏
也
は
②

ど
き
ん
と
し
た
。
Ⓐ�

�狼
狽
に
似
た
も
の
、
恐
れ
に
似
た
も
の
が
胸
を
騒
が
せ
た
。
隼
太
が
こ
ん
な
態
度
に
出
て
来

る
な
ど
、
思
い
も
か
け
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
何
を
言
っ
て
も
怒
り
得
な
い
で
う
じ
う
じ
と
黙
り
こ
ん
で
い
る
は
ず
の
隼
太
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

い
っ
た
ん
の
狼
狽
が
去
る
と
敏
也
は
腹
が
立
っ
て
来
た
。
生
意
気
な
と
思
っ
た
。

も
ん

「
妙
な
事
を
貴
下
な
言
う
な
。
貴
下
が
強
か
こ
と
は
村
中
で
誰
で
も
知
ら
ん
者
な
な
か
。
角
力
を
取
っ
て
も
誰
よ
り
も
強
か
し
、

喧
嘩
を
し
て
誰
よ
り
も
強
か
し
。
そ
い
で
、
あ
た
り
前
の
事
を
言
う
た
だ
け
じ
ゃ
。
何
を
貴
下
な
お
こ
っ
と
る
と
な
」

と
、
せ
せ
ら
笑
う
よ
う
な
態
度
で
言
い
ま
く
っ
た
。

か
っ
と
し
た
色
が
隼
太
の
顔
を
染
め
た
。
右
手
に
さ
げ
た
刀
が
ぶ
る
ぶ
る
と
ふ
る
え
た
。

斬
り
か
か
る
か
も
し
れ
ん
│
│
つ
め
た
い
手
で
心
臓
を
つ
か
ま
れ
た
よ
う
な
恐
れ
を
感
じ
な
が
ら
も
、
敏
也
は
ⓐ

キ
ョ
セ
イ

を
張
っ
て
、
真
向
か
ら
相
手
の
眼
を
見
つ
め
た
。

ふ
る
え
る
声
で
隼
太
は
言
っ
た
。

お
い

「
敏
也
ど
ん
。
仲
平
ど
ん
。
俺
ど
ん
な
戦
さ
に
行
く
つ
も
り
じ
ゃ
。
十
五
か
ら
上
の
士
族
な
ら
出
陣
の
願
い
が
出
来
る
ち
ゅ
う

こ
と
じ
ゃ
。
俺
ど
ん
な
体
も
小
さ
か
し
、
力
も
弱
か
。
が
、
年
は
十
五
じ
ゃ
。
願
い
出
て
、
ⓑ

ゼ
が
ヒ
で
も
連
れ
て
行
っ
て
も

ら
お
う
と
思
う
と
る
。
貧
乏
で
も
、
子
ど
も
で
も
、
俺
ど
ん
な
武
士
じ
ゃ
。
武
士
が
戦
争
に
行
こ
う
と
い
う
の
に
、
何
が
お
か

し
か
と
な
。
笑
う
貴
下
達
が
間
違
っ
て
い
や
せ
ん
か
」

こ
れ
も
意
外
だ
っ
た
。

Ⅰ

押
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

敏
也
も
仲
平
も
黙
っ
て
し
ま
っ
た
。〈

Ａ

〉

が
、
こ
れ
は
隼
太
と
し
て
は
必
死
の
努
力
だ
っ
た
ら
し
く
、
言
っ
て
し
ま
う
と
、
ま
た
弱
々
し
く
う
つ
向
い
て
し
ま
っ
た
。

「
用
が
な
か
の
な
ら
帰
っ
て
も
ら
い
た
か
。
俺
ど
ん
な
相
手
に
な
っ
て
い
る
ひ
ま
が
な
か
」

そ
し
て
、
ま
た
刀
を
砥
ぎ
に
か
か
っ
た
。

し
ゅ
ッ
し
ゅ
ッ
し
ゅ
ッ
…
…
と
。

〈

Ｂ

〉

門
の
と
こ
ろ
ま
で
来
る
と
無
暗
に
腹
が
立
っ
た
。
そ
れ
で
二
人
並
ん
で
、
声
を
そ
ろ
え
て
ど
な
っ
た
。

〈

Ｃ

〉

さ
む
ら
い

隼
太
ど
ん
な
武
士
じ
ゃ
。

か
ら
い
も

＊
唐
薯
ば
っ
か
い
食
う
ち
ょ
っ
て
も
、

武
士
じ
ゃ
。

そ
い
で
戦
さ
に
お
じ
ゃ
る
げ
な
。

刀
を
か
つ
い
で
お
じ
ゃ
る
げ
な
。

強
か
隼
太
ど
ん
。

強
か
隼
太
ど
ん
。

は
は
は
、
は
は
は

は
は
は
、
は
は
は

― ７ ―



そ
し
て
、
ど
ん
ど
ん
逃
げ
出
し
た
。〈

Ｄ

〉

そ
の
晩
、
夕
食
の
時
、
敏
也
は
そ
の
話
を
し
た
。

母
も
、
妹
も
、
給
仕
の
女
中
も
腹
を
抱
え
て
笑
っ
た
の
で
、
敏
也
は
得
意
に
な
っ
た
。

「
隼
太
ど
ん
が
金
火
箸
の
よ
う
な
細
か
腕
で
ご
し
ご
し
と
砥
い
ど
る
ん
じ
ゃ
、
長
か
刀
じ
ゃ
ぞ
。
二
尺
七
八
寸
も
あ
っ
じ
ゃ
ろ
。

あ
げ
な
長
か
刀
を
持
っ
て
行
っ
て
、
振
り
ま
わ
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
と
ん
の
じ
ゃ
ろ
か
。
あ
い
じ
ゃ
、
刀
を
振
る
ん
じ
ゃ
な

く
て
、
刀
に
振
り
ま
わ
さ
る
る
こ
と
に
な
っ
じ
ゃ
ろ
」

調
子
に
乗
っ
て
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
父
と
兄
が
帰
っ
て
来
た
。
こ
の
頃
、
毎
日
の
よ
う
に

＊
私
学
校
分
校
で
開
か
れ
る
寄

合
か
ら
帰
っ
て
来
た
の
だ
っ
た
。

「
何
を
笑
う
と
る
」

兄
の
周
太
は
十
九
歳
で
、
賑
や
か
な
性
質
だ
っ
た
の
で
、
も
う
に
こ
に
こ
し
て
い
た
。

敏
也
は
く
す
く
す
笑
い
な
が
ら
説
明
し
た
。

「
は
は
は
は
は
、
こ
ら
面
白
か
。
こ
ら
面
白
か
。
隼
太
が
戦
さ
に
行
く
ち
ゅ
う
の
か
。
は
は
は
は
は
、
あ
ん
や
つ
、
戦
さ
ち
ゅ

う
も
の
を
、
ど
げ
ん
も
ん
と
思
う
と
る
ん
じ
ゃ
ろ
」

と
周
太
は
お
か
し
が
っ
た
が
、
③

父
の
周
左
衛
門
は
に
こ
り
と
も
し
な
い
で
、
し
ず
か
に
た
し
な
め
た
。

「
笑
う
て
よ
か
こ
と
か
な
。
わ
し
は
感
心
な
も
ん
と
思
う
。
武
士
は
そ
う
な
く
て
は
な
ら
ん
も
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
感
心
し
て

涙
で
も
流
す
こ
と
か
、
笑
う
な
ん
ど
、
武
士
と
し
て
の
心
掛
に
足
ら
ん
と
こ
ろ
が
あ
る
じ
ゃ
な
か
か
な
。
よ
く
考
え
て
み
る
が

よ
か
」

〈

Ｅ

〉
周
太
も
敏
也
も
す
っ
か
り
恐
縮
し
て
し
ま
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
言
わ
れ
て
み
る
と
、
そ
う
に
違
い
な
か
っ
た
。

【
Ⅱ
】

そ
れ
か
ら
二
三
日
経
っ
て
、
ま
た
夕
方
だ
っ
た
。

ひ
ょ
う
じ
ょ
う

そ
の
日
は
、
父
は
重
大
な
評
定
が
あ
る
と
か
で
、
兄
が
一
人
だ
け
早
く
帰
っ
て
来
た
。

「
母
さ
ん
、
と
う
と
う
き
ま
り
も
し
た
」

玄
関
を
入
る
や
、
兄
は
こ
う
言
っ
た
。
興
奮
し
き
っ
て
叫
ぶ
よ
う
な
声
だ
っ
た
。

で
た
ツ

「
き
ま
っ
た
？

い
つ
が
出
立
な
」

敏
也
は
囲
炉
裡
の
側
か
ら
飛
び
出
し
て
行
っ
て
兄
に
ぶ
ら
下
っ
た
。
そ
し
て
、
兄
が
ま
だ
そ
れ
に
答
え
な
い
さ
き
に
、
ど
の

鉄
砲
を
持
っ
て
行
く
か
？

刀
は
？

槍
を
持
っ
て
行
く
か
？

服
装
は
ど
う
す
る
の
か
？

具
足
を
つ
け
て
行
く
か
？

陣

羽
織
を
着
て
行
く
つ
も
り
か
？

矢
継
早
に
問
い
か
け
た
。

母
は
た
し
な
め
た
。

「
そ
げ
ん
一
ぺ
ん
に
聞
い
た
っ
て
、
兄
さ
ん
は
返
事
が
出
来
や
ら
ん
。
こ
っ
ち
に
お
じ
ゃ
れ
」

敏
也
は
首
を
振
っ
て
、
な
お
も
兄
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
た
が
、
ふ
と
母
の
顔
が
真
青
に
な
っ
て
い
る
の
に
気
づ
く
と
、
急

に
お
と
な
し
く
な
っ
て
離
れ
た
。

い
ず
み
み
ち

「
鹿
児
島
の
私
学
校
本
部
に
集
っ
た
者
は
、
今
月
の
十
三
日
に
出
発
し
ま
す
。
二
手
に
わ
か
れ
て
、
一
手
は
出
水
路
か
ら
、
一

さ
し
き

手
は
大
口
街
道
か
ら
出
て
、
肥
後
の
佐
敷
で
一
緒
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
も
す
。
西
郷
先
生
は
、
大
口
街
道
を
お
通
り
に
な

る
こ
と
に
な
っ
て
い
も
す
か
ら
、
わ
し
ら
は
十
四
日
ま
で
に
大
口
に
集
合
し
て
、
そ
こ
で
一
緒
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

で
ご
わ
す
」

― ８ ―



十
三
日
と
い
う
と
、
あ
と
も
う
五
日
ほ
ど
し
か
な
い
の
だ
。

し
た
く

「
支
度
は
出
来
も
す
か
」

と
、
つ
づ
け
た
が
、
母
は
何
か
に
気
を
取
ら
れ
て
、
そ
の
言
葉
が
聞
え
な
か
っ
た
ら
し
い
。
遠
い
所
を
見
て
い
る
よ
う
な
奥

深
い
眼
で
、
黄
色
く
な
っ
た
ⓒ

行
灯
を
見
つ
め
て
い
た
。

周
太
は
ま
た
聞
い
た
。

「
母
さ
ん
。
支
度
は
出
来
も
す
か
。
あ
と
も
う
五
日
し
か
ご
わ
は
ん
が
」

「
も
う
出
来
て
い
も
す
。
い
つ
出
立
が
あ
っ
て
も
差
し
つ
か
え
な
か
よ
う
に
し
て
お
き
も
し
た
」

母
は
Ⓨ

微
笑
し
て
答
え
た
。
そ
の
時
に
な
っ
て
、
周
太
は
は
じ
め
て
、
深
い
悲
し
み
を
こ
ら
え
て
い
る
ら
し
い
母
の
表
情
に

気
づ
い
た
。

周
太
は
急
に
黙
り
こ
ん
で
、
こ
し
ら
え
て
あ
っ
た
膳
に
向
っ
た
。

皆
黙
っ
て
、
ま
ず
そ
う
に
ぼ
そ
ぼ
そ
と
飯
を
か
き
こ
ん
で
い
た
。

④
風
が
出
た
と
見
え
て
、
ご
う
と
棟
を
ゆ
す
っ
て
吹
き
過
ぎ
た
。

【
Ⅲ
】

て
ん
ぽ
う
せ
ん

天
保
銭
を
つ
な
ぎ
合
わ
し
た
鉢
巻
、

白
鉢
巻
、

ひ

ら
し
ゃ

緋
羅
紗
の
陣
羽
織
、

ず

青
貝
摺
り
の
槍
、

…
…
…
…
…
…

次
か
ら
次
へ
と
、
眼
の
前
を
通
っ
て
行
く
。

ま

歓
呼
の
声
が
吹
雪
の
中
を
ⓓ

怒
濤
の
よ
う
に
捲
き
起
る
。

戦
士
ら
の
顔
は
微
笑
し
て
い
る
。

見
送
り
の
父
母
・
妻
子
・
兄
弟
に
、
言
葉
の
な
い
う
な
ず
き
を
送
り
な
が
ら
歩
い
て
行
く
の
だ
。

兄
の
姿
が
見
え
た
。

次
に
父
の
姿
が
。

そ
の
兄
も
、
そ
の
父
も
微
笑
し
て
い
る
。
敏
也
は
も
う
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
覚
え
ず
叫
ん
で
い
た
。

「
父
さ
ー
ん
！
」

父
は
深
く
う
な
ず
い
た
。

「
兄
さ
ー
ん
！
」

兄
も
う
な
ず
い
た
。

「
わ
し
も
連
れ
て
行
っ
て
ー
ッ
！
」

周
囲
に
起
る
歓
呼
の
声
に
圧
せ
ら
れ
て
、
そ
の
声
は
二
人
に
は
届
か
な
か
っ
た
ら
し
く
、
た
だ
に
こ
や
か
に
微
笑
む
だ
け

だ
っ
た
。

「
わ
し
も
連
れ
て
行
っ
て
ー
ッ
！
」

つ
か

敏
也
は
躍
り
出
そ
う
と
し
た
が
、
途
端
に
、
そ
の
手
を
後
ろ
か
ら
き
び
し
く
摑
ま
れ
た
。

敏
也
は
腹
立
た
し
げ
に
ふ
り
か
え
っ
た
。
母
だ
っ
た
。

（
お
黙
り
！
）

つ
ね

と
言
う
よ
う
に
、
⑤

母
は
恐
ろ
し
い
眼
で
敏
也
を
に
ら
ん
で
、
ぎ
ゅ
ッ
と
手
を
抓
っ
た
。
痛
か
っ
た
。
覚
え
ず
悲
鳴
を
上
げ

― ９ ―



じ
ゃ
け
ん

た
ほ
ど

＊
邪
慳
な
抓
り
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
そ
の
眼
が
恐
ろ
し
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
敏
也
の
見
た
こ
と
の
な
い

ほ
ど
凄
い
母
の
眼
だ
っ
た
。
そ
の
く
せ
、
母
は
真
青
に
な
っ
て
ふ
る
え
て
い
た
。

水
を
浴
び
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
興
奮
は
去
っ
た
。

そ
の
時
だ
っ
た
。

も
う
通
り
過
ぎ
て
背
中
を
見
せ
て
い
る
最
終
の
戦
士
の
う
し
ろ
か
ら
つ
い
て
行
く
隼
太
の
姿
を
見
た
。

隼
太
は
隊
列
か
ら
五
六
間
も
遅
れ
て
い
た
が
、

＊
武
者
押
し
の
足
ど
り
に
合
わ
せ
て
、
短
い
足
を
精
一
杯
に
踏
み
ひ
ら
い
て

つ
い
て
行
く
の
だ
。

わ
ら
じ

し
ゅ
ざ
や

い
つ
も
の
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
着
物
の
ⓔ

裾
を
は
し
折
っ
て
、
素
足
に
草
鞋
が
け
、
鉢
巻
を
し
め
て
、
背
中
に
朱
鞘
の
刀
を
斜
め
に

背
負
っ
て
い
る
。

「
お
や
、
あ
れ
ァ
隼
太
ど
ん
じ
ゃ
な
か
な
」

と
、
一
人
が
言
う
と
、
人
々
は
皆
ど
よ
め
い
た
。

「
か
あ
い
そ
う
に
」

と
、
あ
わ
れ
が
る
者
も
お
れ
ば
、
笑
う
者
も
い
た
。

「
隼
太
ど
ん
！
」

敏
也
は
い
き
な
り
母
の
手
を
ふ
り
は
な
し
て
追
っ
か
け
た
。

「
隼
太
ど
ん
！
」

つ
か

息
を
き
ら
し
て
、
追
い
つ
い
て
、
ま
た
声
を
か
け
る
と
、
隼
太
は
ふ
り
か
え
っ
た
。
に
や
り
と
Ⓩ

微
笑
し
て
、
刀
の
束
を
叩

い
た
。

「
戦
さ
に
行
く
ん
じ
ゃ
。
許
さ
れ
ん
じ
ゃ
っ
た
が
、
わ
し
は
つ
い
て
行
く
ん
じ
ゃ
」

人
が
違
っ
た
よ
う
に
Ⓑ�

�
�
�
�

昂
然
と
し
た
声
で
言
っ
て
、
く
る
り
と
向
き
か
え
る
と
、
ま
た
、
武
者
押
し
の
足
ど
り
に
合
わ
し
て

歩
き
去
っ
た
。

⑥
敏
也
は
、
胸
の
熱
く
な
る
よ
う
な
、
涙
の
こ
み
上
げ
て
来
る
よ
う
な
気
持
を
感
じ
な
が
ら
、
見
送
っ
て
い
た
。

敏
也
に
は
、
隼
太
の
姿
が
、
途
方
も
な
く
堂
々
と
し
た
も
の
に
見
え
た
。

戦
さ
が
済
ん
で
か
ら
も
、
少
年
は
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
。
ど
こ
で
ど
う
な
っ
た
か
、
無
事
に
帰
っ
て
来
た
人
達
も
は
っ
き
り

し
た
こ
と
を
言
う
人
は
な
い
。

「
ど
う
な
っ
た
の
か
│
│
」

こ
の
小
説
の
中
で
敏
也
と
い
う
少
年
と
し
て
登
場
す
る
僕
の
父
は
、
今
で
も
西
南
戦
争
の
話
を
す
る
時
に
は
、
こ
の
話
を
し

て
、
さ
び
し
い
顔
を
す
る
の
で
あ
る
。

（
海
音
寺
潮
五
郎
「
唐
薯
武
士
」
よ
り
）

（
注
）
＊
ユ
ス
…
…
暖
地
に
生
え
る
常
緑
高
木
。
庭
木
と
し
て
も
栽
培
さ
れ
る
。

＊
貴
下
…
…
お
ま
え
。

＊
仰
山
げ
…
…
お
お
げ
さ
。

＊
嘲
弄
か
す
…
…
あ
ざ
け
り
、
馬
鹿
に
す
る
。

＊
唐
薯
…
…
さ
つ
ま
い
も
。

＊
私
学
校
…
…
西
郷
隆
盛
が
新
政
府
を
下
野
し
た
後
、
一
八
七
四
年
に
郷
里
鹿
児
島
に
創
設
し
た
青
年
養
成
の
た
め
の
学
校
。
西
南
戦
争
に
お
い

て
は
、
私
学
校
に
通
う
士
族
の
子
弟
ら
が
挙
兵
の
中
心
と
な
っ
た
。

＊
邪
慳
…
…
む
ご
い
。

＊
武
者
押
し
…
…
武
者
が
隊
を
組
ん
で
進
ん
で
い
く
こ
と
。

― １０ ―



問
１

二
重
傍
線
部
ⓐ
「
キ
ョ
セ
イ
」、
ⓑ
「
ゼ
が
ヒ
」、
ⓒ
「
行
灯
」、
ⓓ
「
怒
濤
」、
ⓔ
「
裾
」
に
つ
い
て
、
漢
字
は
読
み
を

書
き
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
改
め
よ
。

問
２

波
線
部
Ⓐ
「
狼
狽
」、
Ⓑ
「
昂
然
と
し
た
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選

び
、
記
号
で
答
え
よ
。

Ⓐ

「
狼
狽
」

ア

お
び
え
焦
る
こ
と

イ

落
ち
込
む
こ
と

ウ

激
し
く
憤
る
こ
と

エ

あ
わ
て
ふ
た
め
く
こ
と

オ

気
が
高
ぶ
る
こ
と

Ⓑ

「
昂
然
と
し
た
」

ア

威
厳
た
っ
ぷ
り
な

イ

驚
く
ほ
ど
の
大
き
な

ウ

毅
然
と
し
た

エ

小
馬
鹿
に
し
た

オ

自
信
に
満
ち
た

問
３

傍
線
部
①
「
細
い
黒
い
手
」
を
比
喩
的
に
表
現
し
た
部
分
を
【
Ⅰ
】
か
ら
十
字
で
抜
き
出
せ
。

問
４

傍
線
部
②
「
ど
き
ん
と
し
た
。」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ

の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

何
を
言
わ
れ
て
も
い
つ
も
う
じ
う
じ
と
黙
っ
て
い
る
だ
け
の
隼
太
が
、
身
の
程
を
わ
き
ま
え
ず
言
い
返
し
て
き
た
こ

と
に
対
し
て
か
っ
と
し
て
腹
を
立
て
た
か
ら
。

イ

そ
れ
ま
で
は
か
ら
か
わ
れ
て
も
黙
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
隼
太
が
、
激
し
い
感
情
を
押
し
殺
し
て
言
い
返
し
て
き
た

こ
と
が
意
外
だ
っ
た
か
ら
。

ウ

隼
太
の
い
つ
も
と
は
違
う
真
剣
な
様
子
に
二
人
の
立
場
が
逆
転
し
た
こ
と
を
自
覚
し
、
不
覚
に
も
怖
気
立
ち
ひ
る
ん

で
し
ま
っ
た
か
ら
。

エ

凄
み
を
き
か
せ
た
低
い
声
で
怒
り
の
感
情
を
伝
え
て
く
る
隼
太
に
、
い
つ
も
と
は
違
う
狂
気
を
感
じ
胸
が
ざ
わ
つ
い

た
か
ら
。

オ

父
の
形
見
の
刀
を
手
入
れ
し
て
い
る
隼
太
が
か
ら
か
い
に
対
し
激
し
い
怒
り
を
露
わ
に
し
た
た
め
、
と
ん
で
も
な
い

こ
と
を
言
っ
て
し
ま
っ
た
と
後
悔
し
て
い
る
か
ら
。

問
５

Ⅰ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

泰
然
自
若
に

イ

問
答
無
用
と

ウ

理
路
整
然
と

エ

自
由
奔
放
に

オ

支
離
滅
裂
に

問
６

次
の
一
文
を
補
う
場
所
と
し
て
最
も
適
当
な
箇
所
を
〈

Ａ

〉〜〈

Ｅ

〉
の
中
か
ら
選
び
、
次
の
ア
〜
オ
の
記
号

で
答
え
よ
。

二
人
は
言
い
ま
か
さ
れ
た
よ
う
な
敗
北
感
を
感
じ
て
、
す
ご
す
ご
と
立
去
っ
た
。

ア
〈

Ａ

〉

イ
〈

Ｂ

〉

ウ
〈

Ｃ

〉

エ
〈

Ｄ

〉

オ
〈

Ｅ

〉

― １１ ―



問
７

傍
線
部
③
「
父
の
周
左
衛
門
は
に
こ
り
と
も
し
な
い
で
、
し
ず
か
に
た
し
な
め
た
。」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

た
と
え
武
士
ら
し
く
な
く
て
も
同
じ
薩
摩
藩
の
仲
間
で
あ
る
隼
太
を
ば
か
に
す
る
家
族
の
振
る
舞
い
に
対
し
て
武
士

と
し
て
の
心
構
え
が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
戒
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
。

イ

貧
し
く
と
も
戦
さ
に
備
え
刀
を
砥
ぎ
、
武
士
と
し
て
の
覚
悟
を
も
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
隼
太
を
評
価
し
て
お
り
、

戦
さ
に
対
し
て
心
構
え
の
で
き
て
い
な
い
隼
太
の
こ
と
を
笑
う
家
族
を
と
が
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
。

ウ

刀
も
ま
と
も
に
振
れ
ず
武
士
と
し
て
の
適
性
の
な
い
隼
太
を
滑
稽
だ
と
笑
う
家
族
に
腹
が
立
ち
、
弱
い
者
を
助
け
る

こ
と
が
武
士
の
心
構
え
だ
と
諭
す
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
。

エ

あ
り
も
し
な
い
戦
さ
に
備
え
て
準
備
す
る
隼
太
の
こ
と
を
息
子
た
ち
が
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
戦
さ

を
な
い
が
し
ろ
に
し
よ
う
と
す
る
息
子
た
ち
に
憤
慨
し
𠮟
り
つ
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
。

オ

時
代
を
読
ん
で
戦
さ
の
準
備
を
す
る
隼
太
に
対
し
て
、
は
な
か
ら
戦
な
ど
無
縁
の
こ
と
と
自
分
の
息
子
達
が
決
め
つ

け
て
い
る
こ
と
が
歯
が
ゆ
く
、
自
覚
を
促
す
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
。

問
８

傍
線
部
④
「
風
が
出
た
と
見
え
て
、
ご
う
と
棟
を
ゆ
す
っ
て
吹
き
過
ぎ
た
。」
と
あ
る
が
、「
風
」
と
「
棟
」
は
そ
れ
ぞ

れ
何
を
暗
示
し
て
い
る
か
。
二
字
の
漢
字
で
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。

問
９

傍
線
部
⑤
「
母
は
恐
ろ
し
い
眼
で
敏
也
を
に
ら
ん
で
、
ぎ
ゅ
ッ
と
手
を
抓
っ
た
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
母
に
つ
い

て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

内
心
で
は
「
父
」
と
「
兄
」
が
戦
さ
に
行
く
こ
と
を
悲
し
ん
で
お
り
、
武
者
行
列
に
入
ろ
う
と
す
る
敏
也
に
戦
争
に

行
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
思
い
を
必
死
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

イ

戦
さ
に
行
く
人
た
ち
の
き
ら
び
や
か
な
様
子
を
見
て
憧
れ
て
興
奮
し
て
い
る
敏
也
を
場
違
い
だ
と
感
じ
、
痛
み
と
眼

力
で
強
く
た
し
な
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

ウ

敏
也
も
戦
さ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
ら
生
涯
孤
独
に
生
活
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
つ
ら
い
と
い
う
こ
と
を
表
情
や

行
動
で
な
ん
と
か
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

エ

戦
さ
は
敏
也
が
思
っ
て
い
る
ほ
ど
甘
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
形
相
と
痛
み
を
も
っ
て
冷
静
に
理
解
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
。

オ

歓
呼
の
声
の
中
で
は
何
を
言
っ
て
も
敏
也
へ
は
聞
こ
え
な
い
と
判
断
し
、
従
軍
し
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
痛

み
で
察
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

問
１０

傍
線
部
⑥
「
敏
也
は
、
胸
の
熱
く
な
る
よ
う
な
、
涙
の
こ
み
上
げ
て
来
る
よ
う
な
気
持
を
感
じ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は

な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
次
の
書
き
出
し
に
続
く
形
で
、
四
十
五
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

自
分
は
戦
さ
へ
の
出
陣
の
願
い
す
ら
し
な
か
っ
た
の
に
、

四
十
五
字
以
内
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問
１１

太
線
部
Ⓧ
〜
Ⓩ
の
「
微
笑
」
に
つ
い
て
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号

で
答
え
よ
。

ア

Ⓧ
は
、
か
ら
か
っ
て
く
る
二
人
の
少
年
を
や
り
す
ご
す
た
め
の
隼
太
の
微
笑
で
あ
る
。
Ⓨ
は
戦
さ
に
行
っ
て
ほ
し
く

な
い
と
い
う
思
い
を
必
死
に
堪
え
、
覚
悟
を
決
め
て
家
族
を
安
心
さ
せ
る
た
め
に
見
せ
た
母
の
微
笑
で
あ
る
。
Ⓩ
は
、

戦
さ
に
出
る
勇
気
を
持
た
な
い
敏
也
を
軽
蔑
す
る
隼
太
の
微
笑
で
あ
る
。

イ

Ⓧ
は
、
自
分
の
こ
と
を
か
ら
か
う
二
人
を
内
心
見
下
し
て
い
る
隼
太
の
微
笑
で
あ
る
。
Ⓨ
は
、
戦
さ
の
支
度
を
急
ぐ

周
太
を
安
心
さ
せ
、
戦
さ
に
集
中
し
て
も
ら
う
た
め
に
見
せ
た
母
の
微
笑
で
あ
る
。
Ⓩ
は
、
敏
也
を
出
し
抜
い
て
戦
さ

に
出
る
こ
と
が
で
き
た
隼
太
の
誇
ら
し
い
微
笑
で
あ
る
。

ウ

Ⓧ
は
、
許
さ
れ
そ
う
も
な
い
戦
さ
に
出
か
け
よ
う
と
す
る
姿
が
見
つ
か
り
恥
ず
か
し
が
っ
て
い
る
隼
太
の
微
笑
で
あ

る
。
Ⓨ
は
、
家
族
が
戦
さ
に
行
く
こ
と
が
決
ま
っ
て
動
揺
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
れ
を
ご
ま
か
そ
う
と
し
て
と
っ
さ
に

出
た
母
の
微
笑
で
あ
る
。
Ⓩ
は
、
死
を
覚
悟
し
て
す
べ
て
を
捨
て
る
覚
悟
を
持
っ
た
隼
太
の
微
笑
で
あ
る
。

エ

Ⓧ
は
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
こ
っ
そ
り
出
陣
の
準
備
を
し
て
い
た
こ
と
が
ば
れ
て
し
ま
い
、
気
恥
ず
か
し
さ
の
現
れ

た
隼
太
の
微
笑
で
あ
る
。
Ⓨ
は
、
家
族
か
ら
二
人
も
戦
さ
に
招
集
さ
れ
、
誇
ら
し
く
思
っ
て
い
る
母
の
微
笑
で
あ
る
。

Ⓩ
は
、
自
分
の
見
送
り
に
来
て
く
れ
た
親
友
の
敏
也
に
見
せ
た
感
謝
の
微
笑
で
あ
る
。

オ

Ⓧ
は
、
戦
さ
の
た
め
に
密
か
に
刀
を
砥
ぐ
姿
を
見
ら
れ
た
の
が
恥
ず
か
し
く
、
そ
の
場
を
取
り
繕
う
た
め
に
出
た
隼

太
の
微
笑
で
あ
る
。
Ⓨ
は
、
家
族
を
戦
さ
に
送
り
出
す
覚
悟
を
決
め
て
、
深
い
悲
し
み
を
必
死
に
押
し
殺
し
家
族
を
安

心
さ
せ
る
た
め
に
見
せ
た
母
の
微
笑
で
あ
る
。
Ⓩ
は
、
武
士
と
し
て
戦
さ
に
行
く
こ
と
の
覚
悟
と
誇
り
が
表
れ
た
隼
太

の
微
笑
で
あ
る
。

問
１２

本
文
中
の
表
現
の
説
明
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
キ
の
中
か
ら�

�二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

武
士
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
や
、
戦
争
に
関
し
て
の
隼
太
と
敏
也
や
母
の
価
値
観
の
違
い
が
、
一
人
称

回
想
形
式
を
用
い
て
つ
ぶ
さ
に
語
ら
れ
て
い
る
。

イ

戦
さ
に
出
て
自
ら
を
変
え
よ
う
と
す
る
隼
太
の
、
次
第
に
武
士
と
し
て
敏
也
を
超
え
て
い
く
過
程
が
、
登
場
人
物
の

心
の
中
を
分
析
的
に
描
く
こ
と
で
読
者
の
共
感
を
呼
ぶ
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

ウ

隼
太
や
敏
也
の
様
子
や
心
情
が
隠
喩
を
多
用
し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
物
語
世
界
に
奥
行
き
と
広
が
り
が
生
ま
れ
る

よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

エ

会
話
が
方
言
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
作
品
の
臨
場
感
が
増
し
、
登
場
人
物
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
が
い
っ
そ
う

印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

オ

戦
争
が
終
わ
っ
て
長
い
時
間
が
立
っ
て
い
る
が
、
敏
也
の
隼
太
へ
の
様
々
な
思
い
が
失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が

最
後
の
一
文
で
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

カ

普
段
は
見
え
な
い
隼
太
の
冷
酷
で
無
慈
悲
な
本
性
が
、
何
度
も
作
中
に
登
場
し
冴
え
た
光
を
放
つ
刀
に
象
徴
的
に
表

現
さ
れ
て
い
る
。

キ

敏
也
・
仲
平
と
い
う
同
年
代
の
少
年
を
対
比
的
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
隼
太
の
思
慮
深
く
老
成
し
た
人
柄
が
よ
り
際

立
っ
て
い
る
。
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三

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

＊
堀
河
院
のご

治
世
の
頃

御
時
、

＊
勘
解
由
次
官
顕
宗
と
て
、
①

い
み
じ
き
笛
吹
き
あ
り
け
り
。
ゆ
ゆ
し
き

気
お
く
れ
す
る

心
お
く
れ
の
人
に
て
ぞ
あ
り

け
る
。
院
、
笛

お
聞
き
に
な
ろ
う

聞
こ
し
め
さ
む
と
て
、

お
呼
び
に
な
っ
た
と
こ
ろ

召
し
た
り
け
れ
ば
、
帝
の
御
前
と
思
ふ
に
、
臆
し
て
、
②

わ
な
な
き
て
、
え
吹
か
ざ
り

け
り
。

残

念

だ

本
意
な
し
と
て
、
相
知
る
女
房
に
ⓐ

仰
せ
ら
れ
て
、「個

人
的
に

私
に

＊
局
の
ほ
と
り
に
呼
び
て
、
吹
か
せ
よ
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、

月
の
夜
、
か
た
ら
ひ
契
り
て
、
ⓑ

吹
か
せ
け
り
。
女
房
の
聞
く
と
思
ふ
に
、
は
ば
か
る
方
な
く
、
思
ふ
さ
ま
に
ⓒ

吹
き
け
る
、

世
に
た
ぐ
ひ
な
く
、
め
で
た
か
り
け
り
。

帝
、
感
に
堪
へ
さ
せ
③

給
は
ず
。
日
ご
ろ
も
上
手
と
は
聞
こ
し
め
し
つ
れ
ど
、
④

か
ば
か
り
は
お
ぼ
し
め
さ
ず
。「
い
と

Ｘ

め
で
た
け
れ
」
と
仰
せ
ら
れ
た
る
に
、「
さ
は
、
帝
の
聞
こ
し
め
し
け
る
よ
」
と
ⓓ

た
ち
ま
ち
に
臆
し
て
、
さ
わ
ぎ

け
る
ほ
ど
に
、
⑤

縁
よ
り
落
ち
に
け
り
。

（『
十
訓
抄
』）

（
注
）
＊
堀
河
院
…
…
堀
河
天
皇
の
こ
と
。
平
安
時
代
後
期
の
天
皇
で
、
和
歌
や
音
楽
に
す
ぐ
れ
て
い
た
。
後
の
「
帝
」
も
同
じ
人
物
。

か

げ

ゆ
の
す
け

か

げ

ゆ

し
ち
ょ
う

＊
勘
解
由
次
官
…
…
国
司
の
交
代
の
際
に
、
引
き
継
ぎ
文
書
の
審
査
に
あ
た
る
勘
解
由
司
庁
の
次
官
。

つ
ぼ
ね

＊
局
…
…
宮
中
に
お
け
る
女
房
の
部
屋
。

問
１

傍
線
部
①
「
い
み
じ
き
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

身
分
が
高
い

イ

身
分
が
低
い

ウ

す
ば
ら
し
い

エ

ひ
ど
い

オ

忌
み
嫌
わ
れ
た

問
２

傍
線
部
②
「
わ
な
な
き
て
、
え
吹
か
ざ
り
け
り
。」
の
解
釈
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

顕
宗
は
、
わ
な
わ
な
と
震
え
て
、
笛
を
吹
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

イ

顕
宗
は
、
恐
れ
お
の
の
い
て
、
笛
を
吹
く
こ
と
が
で
き
そ
う
も
な
か
っ
た
。

ウ

顕
宗
は
、
わ
な
わ
な
と
震
え
た
が
、
笛
を
吹
く
こ
と
が
で
き
た
。

エ

院
は
、
恐
れ
お
の
の
い
て
、
笛
を
吹
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

オ

院
は
、
わ
な
わ
な
と
震
え
た
が
、
笛
を
吹
く
こ
と
が
で
き
た
。

問
３

二
重
傍
線
部
ⓐ
「
仰
せ
ら
れ
て
」、
ⓑ
「
吹
か
せ
け
り
」、
ⓒ
「
吹
き
け
る
」、
ⓓ
「
た
ち
ま
ち
に
臆
し
て
」
の
主
語
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。
た
だ
し
必
要
で
あ
れ
ば
、
同
じ
記

号
は
何
度
で
も
使
っ
て
よ
い
。

ア

堀
河
院

イ

顕
宗

ウ

女
房

エ

笛

オ

局
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問
４

傍
線
部
③
「
給
は
ず
」
を�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

す
べ
て
ひ
ら
が
な
の
現
代
仮
名
遣
い
に
直
せ
。

問
５

傍
線
部
④
「
か
ば
か
り
」
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

女
房
が
持
っ
て
い
た
笛
が
高
価
で
あ
る
こ
と
。

イ

顕
宗
の
演
奏
し
た
笛
の
音
が
美
し
い
こ
と
。

ウ

相
知
る
女
房
と
顕
宗
が
実
は
恋
仲
だ
っ
た
こ
と
。

エ

顕
宗
に
は
か
げ
ひ
な
た
が
あ
る
こ
と
。

オ

顕
宗
の
演
奏
が
思
っ
た
よ
り
下
手
で
が
っ
か
り
し
た
こ
と
。

問
６

空
欄

Ｘ

に
入
る
係
り
結
び
を
つ
く
る
単
語
を
答
え
よ
。

問
７

傍
線
部
⑤
「
縁
よ
り
落
ち
に
け
り
。」
と
あ
る
が
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜

オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

帝
に
褒
め
ら
れ
て
有
頂
天
に
な
り
、
騒
ぎ
す
ぎ
た
か
ら
。

イ

演
奏
を
聴
く
こ
と
に
集
中
す
る
あ
ま
り
、
縁
側
か
ら
足
を
踏
み
外
し
た
か
ら
。

ウ

演
奏
が
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
帝
が
腹
を
立
て
た
か
ら
。

エ

帝
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
女
房
が
急
に
騒
ぎ
だ
し
、
驚
い
た
か
ら
。

オ

い
な
い
は
ず
の
帝
が
演
奏
を
聞
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
。

問
８

『
十
訓
抄
』
は
鎌
倉
時
代
中
期
に
成
立
し
て
い
る
。
同
じ
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
作
品
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
一
つ

選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

竹
取
物
語

イ

枕
草
子

ウ

平
家
物
語

エ

奥
の
細
道

オ

万
葉
集
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高
等
学
校

国

語

（
六
十
分
）

受 験 番 号

氏 名

一二三

問
１
ⓐ

ⓑ

ⓒ

ⓓ

ⓔ

問
２
Ａ

Ｂ

Ｃ

問
４

問
５

問
６

問
７
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令和４年度（２０２２年度）

高等学校入学試験問題

社 会
（４０分）

高

注 意

「始め」の合図があるまでは問題を開いてはいけません。

１ 「始め」という合図で始め、「やめ」という合図ですぐにやめなさい。
２ 問題は１ページから１８ページまでです。

けた

３ 解答を始める前に、まず、解答用紙に氏名を記入しなさい。次に、受験番号（５桁）を
記入し、下のマーク欄の を塗りつぶしなさい。

４ 解答方式には、記述式と選択（マーク）式がある。選択（マーク）式により解答する
場合は、その記号の を塗りつぶしなさい。

５ 質問や用があるときは、声を出さずに静かに手をあげなさい。
問題の内容についての質問は受け付けません。



１ 次の１と２の各問に答えよ。

１ 次の地図１は、世界の人口上位１５か国を地図上に表記したものである。地図１中に示された国
に関する問に答えよ。

①
②

⑤

⑦
⑧

⑨

⑪

⑩
⑬

⑭

⑫
⑮

④

③

⑥

地図１

（データブック オブ・ザ・ワールド ２０２１より作成）

問１ 地図１中の①国について、下のア～エは①国の省ごとの国内に占める米、小麦、茶の生産
量（２０１９年）、羊の飼育頭数（２０１８年）の割合を示したものである。小麦に該当するものを、
次のア～エの中から１つ選び、記号で答えよ。なお、ホンコン、マカオ、台湾を含まず、直
轄市および自治区を含む。

30（％）
15
5

0 1000km

30（％）
15
5

0 1000km

30（％）
15
5

0 1000km

30（％）
15
5

0 1000km

ア イ

ウ エ

（データブック オブ・ザ・ワールド ２０２１などにより作成）

― １ ―



問２ 地図１中の南アジア（②国、⑤国、⑧国）について、下の表は、②国、⑤国、⑧国および
スリランカにおける主な宗教を信仰する人口割合を示したものである。スリランカに該当す
るものを、次のア～エの中から１つ選び、記号で答えよ。

ア イ ウ エ
仏 教 ７０％ イ ス ラ ム 教 ９６％ ヒンドゥー教 ８０％ イ ス ラ ム 教 ９０％
ヒンドゥー教 １５％ キ リ ス ト 教 ２％ イ ス ラ ム 教 １４％ ヒンドゥー教 ９％
キ リ ス ト 教 ８％ ヒンドゥー教 ２％ キ リ ス ト 教 ２％ そ の 他 １％
そ の 他 ７％ ― ― そ の 他 ４％ ― ―

表

（データブック オブ・ザ・ワールド ２０２１より作成）

問３ 地図１中の③国について、多民族国家である③国には、多様な人種が暮らしている。下の
ア～エは、③国内における白人、黒人、アジア系、その他の人種（ヒスパニックを含む）の
各州の総人口に占める割合（２０１９年）を３段階に分類したものである。黒人に該当するもの
を、次のア～エの中から１つ選び、記号で答えよ。

高位
中位
低位

0 1000km

高位
中位
低位

0 1000km

高位
中位
低位

0 1000km

高位
中位
低位

0 1000km

ア イ

ウ エ

（データブック オブ・ザ・ワールド ２０２１より作成）

問４ 地図１中の④国について、次の文章の空欄に入る適語をカタカナ����で答えよ。

④国では（ ）林の一部を伐採してエビの養殖池などを開発しており、日本など
への輸出用にエビの生産を盛んにおこなっている。この結果、環境破壊が懸念されて
いる。

― ２ ―



問５ 地図１中の⑨国について、次の地図２中のＡは⑨国にある都市を示している。下のア～エ
は、ハイサーグラフと呼ばれる降水量と気温を示したグラフであり、それぞれ地図２中のＡ
～Ｄのいずれかの都市のものである。Ａに該当するものを、次のア～エの中から１つ選び、
記号で答えよ。

C

A

D
B

30

20

10

0

-10
0 30 60 90 120 150（mm）

（℃）

2月2月

11月11月

1月1月
12月12月

3月3月

4月4月

5月5月
10月10月

9月9月

8月8月 7月7月
6月6月

30

20

10

0

-10
0 30 60 90 120 150（mm）

（℃）

2月2月

11月11月

1月1月
12月12月

3月3月

4月4月

5月5月

10月10月

9月9月

8月8月
7月7月6月6月

30

20

10

0

-10
0 30 60 90 120 150（mm）

（℃）

11月11月

1月1月

12月12月
3月3月

4月4月

5月5月

10月10月
9月9月

8月8月
7月7月
6月6月

2月2月

30

20

10

0

-10
0 30 60 90 120 150（mm）

（℃）

11月11月

1月1月
12月12月

3月3月
4月4月

5月5月
10月10月

9月9月
8月8月 7月7月

6月6月

2月2月

地図２

ア イ

ウ エ

（理科年表２０２１より作成）

― ３ ―



問６ 地図１中の⑩国および⑪国について、次の文章の空欄に入る適語をアルファベット３文字����������
で答えよ。

２０１８年３月にこの２か国を含む計１１か国で経済連携協定が署名された。この経済連携
協定を「（ ）１１協定」という。

問７ 世界各国の貿易には、各国の特色がみられる。下の図は地図１中の⑥国、⑦国、⑫国、⑭
国の商品別輸出金額（２０１８年）の割合を示したものである。⑫国に該当するものを、次のア
～エの中から１つ選び、記号で答えよ。

コーヒー豆
24.3

大豆
13.8

石油製品
14.5

野菜・果実
9.3

原油
7.3

機械類
5.8

原油
82.3

液化天然
ガス
9.9

船舶 2.4

その他
5.4

原油
10.5

鉄鉱石
8.4

機械類
7.7

肉類
6.0

その他
53.6

その他
63.1

野菜・果実
19.0

ごま
18.2

肉類
6.6

その他
31.9ア

イ

ウ

エ

図

（世界国勢図会 ２０２０/２１より作成）

問８ 地図１中の⑬国および⑮国について、東南アジア諸国は欧米諸国によって植民地支配がお
こなわれてきた。下の地図は、独立した際の宗主国の分布を示したものである。地図中の
Ａ・Ｂの組み合わせとして正しいものを、次のア～カの中から１つ選び、記号で答えよ。

Ａ国
Ｂ国
その他
独立国

ア イ ウ エ オ カ
Ａ フランス フランス イギリス イギリス スペイン スペイン
Ｂ イギリス スペイン フランス スペイン フランス イギリス

地図

― ４ ―



２ 次の文章は増田寛也『地方消滅』の一部をまとめたものである。文章を読んで、日本に関する
あとの各問に答えよ。

２０１４年に出版された増田寛也の『地方消滅』は、人口動態に注目した内容の書籍である。
大都市部への人口集中に対してこのまま何も手を打たなかった場合、２０１０年から２０４０年ま

での間に「２０～３９歳の女性人口」が５割以下に減少する市区町村数は、現在の推計に比べ大
幅に増加し、８９６自治体、全体の４９.８％にのぼるという結果を示した。実に、自治体の約５
割は、このままいくと将来、急激な人口減少に遭遇すると指摘し、これらの８９６自治体を「消
滅可能性都市」とし、全国の市区町村に波紋を呼んだ。

こうした中で増田は、「選択と集中」の考え方を徹底し、人口減少という現実に即して最
も有効な対象に投資と施策を集中することが必要とした。すなわち、このような①「東京へ
の一極集中」を防ぐためには、地方において人口流出を食い止める「ダム機能」を構築し直
さなければならない。同時に、いったん大都市に出た若者を地方に「呼び戻す、呼び込む」
機能の強化も必要とした。

以上の対策を行う上でも、増田は最後の踏ん張りどころとして、広域ブロック単位の「地
方中核都市」が重要な意味をもっており、地方中核都市に資源や政策を集中的に投入し、地
方がそれぞれ踏ん張る拠点を設けることを主張している。しかし、地方中核都市が単独もし
くは突出して存在するような地域構造を目指すのではなく、地方中核都市を拠点としつつ、
それに接する各地域の②生活経済圏が有機的に結びついて経済社会面で互いに支え合う「有
機的な集積体」の構築を目指すとした。

さらに、増田は同書の中で、２０１０年から２０４０年にかけての若年女性人口増加率が上位の市
町村（推計）に着目し、主に③産業、所得、財政の面から類型化を行い、地域が活きる６つ
のモデルを提示し、「産業誘致型」、「④ベッドタウン型」、「学園都市型」、「コンパクトシティ
型」、「公共財主導型」、「産業開発型」の６つを挙げた。特に最後に挙げた「産業開発型」で
は、「⑤農業」として秋田県大潟村、「中小企業」として福井県鯖江市、「⑥観光」として北
海道ニセコ町、「林業」として岡山県真庭市を事例として、大きく取り上げている。

日本は、高齢者人口割合が２１％を超える（ Ｘ ）に突入し、増田が指摘したように消滅
する市町村も発生する可能性もあり、今後より一層対策を考えていく必要があるだろう。

問９ 文中の（ Ｘ ）に入る適語を答えよ。

問１０ 下線部①について、東京などに人口や都市機能が集中しているような状態を何というか、
２字��で答えよ。

― ５ ―



問１１ 下線部②について、下の地図は、ある地方中核都市の中心部である。地図中のア駅～エ駅
のうち、一日の乗降客数が最も多いと考えられる駅として適当なものを、地図中のア～エの
中から１つ選び、記号で答えよ。

★
★

★

★

百

百百

ア駅

イ駅

ウ駅

エ駅

私鉄
JR
駅
市役所
高等学校
大学
百貨店
コンビニエンスストア

百

0 500m

地図

（国土数値情報より作成）

問１２ 下線部③について、下のＡ～Ｃは各都道府県の産業従事者総数に占める第１次産業から第
３次産業従事者の割合を、国内で３段階に分類したものである。Ａ～Ｃと産業の組み合わせ
として正しいものを、次のア～カの中から１つ選び、記号で答えよ。

高位
中位
低位

0 400km

高位
中位
低位

0 400km

高位
中位
低位

0 400km

ア イ ウ エ オ カ
第１次産業 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ
第２次産業 Ｂ Ｃ Ａ Ｃ Ａ Ｂ
第３次産業 Ｃ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ

Ａ Ｂ Ｃ

（国勢調査 ２０１５年より作成）

― ６ ―



問１３ 下線部④について、ベッドタウンは大都市近隣に立地し、様々な特色がみられる。ベッド
タウンに興味をもったＡさんは、福岡県福岡市を中心とする福岡都市圏の調査を行うことに
した。下の地図１～４や次ページ図１・２を踏まえて、Ａさんがまとめた調査レポートの空
欄（１～３）にあてはまる文や図（Ｅ～Ｆ）の組み合わせとして正しいものを、次ページの
ア～クの中から１つ選び、記号で答えよ。

0 20km

福岡市

北九州市

東峰村春日市

久留米
市

福岡都市圏
その他市町村

0 20km

6.0
3.0
0.1

（％）

0 20km

6.0
3.0
0.1

（％）

0 20km

1,200
600
300

-JR 線
- 公営・私鉄線

（人/㎢）

調査レポート 福岡都市圏の拡大と待機児童問題
１．はじめに

ベッドタウンという言葉に興味をもった私は、福岡県の大都市である福岡市を中心と
する「福岡都市圏」について調べることにした（地図１）。調査によって分かったこと
は以下の通りである。
２．調査内容

まず、福岡県における待機児童を調査した結果、保育所に入所できない待機児童につ
いて２０００年時の待機率と２０２０年時の待機率をみると（ １ ）ということがわかる（地
図２・３）。これは、地図４が示すように、鉄道の整備や大都市中心における地価の上
昇に大きな影響を受けたことが想定される。

そもそも、なぜ待機児童は発生するのだろうか。図１をみると保育所利用者や施設数
は増加傾向にあるのに対し、幼稚園施設数は減少している。これはつまり、（ ２ ）
ということが背景にあるだろう（図２）。この中で、地図１中に示した春日市と東峰村
の人口ピラミッドを比較してみると、大都市である福岡市に隣接する春日市の人口ピラ
ミッドは、（ ３ ）であるといえる。

地図１ 福岡都市圏の構成

（福岡都市圏広域行政事業組合HPより作成）

地図２ ２０００年４月１日時点の待機率

（『保育サービスの需給・待機の状況』２０００より作成）

地図３ ２０２０年４月１日時点の待機率

（『保育所等関連状況取りまとめ』２０２０より作成）

地図４ 市町村における人口密度と鉄道の分布

（住民基本台帳 ２０２１より作成）

― ７ ―
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図１ 全国における保育所・幼稚園数と
保育利用者数の推移

図２ 日本国内における女性の年齢階級
別労働率の推移

（図３：『保育所等関連状況取りまとめ』２０２０などにより作成）
（図４：独立行政法人労働政策研究・研修機構資料より作成）

（ １ ）
Ａ 待機率が６.０％以上の市町村は、２０００年時点と２０２０年時点で合計数に変化はみられない
Ｂ 待機率が３.０％以上の市町村は、２０００年時点に比べて２０２０年時点では福岡市周辺に拡

大している

（ ２ ）
Ｃ 女性の社会進出により、幼稚園に比べて長時間預けることが可能な保育所へのニーズ

が高まっている
Ｄ １９７０年に比べて、２０２０年における２０代の女性の就業率は低下しており、子どもを施設

に預けず、自宅で子育てする家庭が増加した

（ ３ ）

100歳以上
95～99
90～94
85～89
80～84
75～79
70～74
65～69
60～64
55～59
50～54
45～49
40～44
35～39
30～34
25～29
20～24
15～19
10～14
5～9
0～4歳

15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

男 女
100歳以上
95～99
90～94
85～89
80～84
75～79
70～74
65～69
60～64
55～59
50～54
45～49
40～44
35～39
30～34
25～29
20～24
15～19
10～14
5～9
0～4歳

15.0 10.0 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

男 女

ア イ ウ エ オ カ キ ク
（ １ ） Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
（ ２ ） Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ
（ ３ ） Ｅ Ｆ Ｅ Ｆ Ｅ Ｆ Ｅ Ｆ

Ｅ Ｆ

（住民基本台帳 ２０２１より作成）
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問１４ 下線部⑤について、農業は地形の特色だけでなく、歴史的背景も大きく影響している。下
の２つの地図は、徳島県板野郡上板町の時代の異なる地形図である。次の地形図や当時の背
景に関する説明として誤っているもの�������を、次のア～エの中から１つ選び、記号で答えよ。

１９３４年の地形図

２０００年の地形図

（今昔マップ）

ア １９３４年当時、養蚕業が盛んだったため、カイコの餌である桑の葉が生産されている。
イ １９３４年当時、河川の水は伏流しており、取水が困難であることが見てとれる。
ウ ２０００年になると、桑畑に変わって果樹園や河川の整備によって水田がみられる。
エ この地域の地形は、河川の作用によって形成された三角州であることがわかる。

― ９ ―



問１５ 下線部⑥について、近年、観光の際にスマートフォンやカメラで撮影した写真を SNS
（ソーシャルネットワークサービス）に投稿する人が増加している。下の資料は、ある観光
地に出かけたＡさんが SNS に投稿した内容である。この資料から読み取れる城を何という
か、答えよ。

資料

２０２２．１．９
遠かったけど、やっとこれた～！
この後は、ブランド牛 ‼

＃現存１２天守 ＃池田輝政 ＃１９９３年
＃首里城 ＃二条城 ＃ユネスコ ＃世界遺産
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２ 次の表は、中学校３年生のＡさんが、自分が生まれた２００６年（平成１８年）のニュースをま
とめたものである。表をみて、あとの各問に答えよ。

月 で き ご と

１月 JR 東日本が①モバイル Suica の利用を開始した。

４月 ②衆議院で補欠選挙がおこなわれた。

５月
改正された③地方自治に関する法が施行された。

資本金１円より、④株式会社が設立できるようになった。

６月 前年の⑤合計特殊出生率が過去最低の１.２６と報道された。

９月 自由民主党の⑥安倍晋三氏が第９０代内閣総理大臣になった。

１０月
中国が⑦経済成長を続け、外貨準備高が世界１位となった。

北朝鮮が初めて⑧核実験をおこなった。

１２月 戦後初めて改正された⑨教育基本法が施行された。

表

問１ 下線部①について、モバイル Suica のようなキャッシュレス決済が現在の日本でも進みつつ
ある。キャッシュレス決済に関して述べたＡ・Ｂの文の正誤の組み合わせとして正しいものを、
次のア～エの中から１つ選び、記号で答えよ。

Ａ クレジットカードやデジタル通貨について、セキュリティの問題が課題となっている。
Ｂ キャッシュレス決済が普及し、インターネット上の電子商取引は減少している。

ア Ａ�正 Ｂ�正 イ Ａ�正 Ｂ�誤 ウ Ａ�誤 Ｂ�正 エ Ａ�誤 Ｂ�誤

問２ 下線部②について、衆議院に関し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、記号で答えよ。
ア 衆議院では、小選挙区で選ばれる議員より比例代表で選ばれる議員の方が多い。
イ 予算は、参議院で先に審議され、その後に衆議院で審議される。
ウ 内閣不信任決議は、衆議院のみがおこなうことができる。
エ 衆議院の解散による総選挙の日から３０日以内に、必ず通常国会が召集される。

問３ 下線部③について、地方自治に関して述べた下の文の空欄に入る適語を答えよ。

財政的に苦しい地方自治体が増加する中、２００６年、北海道夕張市が財政破綻を表明し、
その後、財政再建団体となった。また、２００８年には地方財源を増やす目的で（ ）制
度が始まったが、寄付金を集めるための豪華な返礼品の競争が問題視されることとなった。
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問４ 下線部④について、株式会社に関して述べた文として誤っているもの�������を、次のア～エの中か
ら１つ選び、記号で答えよ。
ア 株式会社の最高議決機関は、株主総会である。
イ 株式を発行することで、直接金融によって資金を調達することができる。
ウ 会社が倒産した場合には、残った負債はすべて株主で負担する。
エ 株主は利潤の一部を配当として受け取ることができる。

問５ 下線部⑤について、合計特殊出生率の低下は財政に影響を与える。次の図１は一般会計歳出
費の推移を、図２は公債発行額の推移を表したものである。次の図１・２に関して述べたＡ・
Ｂの文の正誤の組み合わせとして正しいものを、次のア～エの中から１つ選び、記号で答えよ。

1990年度

69.3

14.3

20.6

15.9

11.5

7.0

2000年度

89.3

21.4

22.5

11.9

15.8
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2020年度

35.8

23.4 ←　　国債費

←　　その他

← 公共事業関係費

←　地方交付税等

← 社会保障関係費

100.9（兆円）

19.8

6.1

15.8

・文教及び科学振興費
・防衛関係費　等　〔　　　　　　　　　　〕
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４条公債
特例公債

6.3 6.7

9.5

16.2
13.2

18.4
19.9

18.5

34.0

37.5

33.0

30.0

35.0 35.3 35.5

31.3

27.5
25.4

33.2

52.0

42.3

47.5

40.9
42.8

38.5

34.9

38.0

33.6 34.4
37.1

32.6

0

10

20

30

40

50

60

図１ 一般会計歳出費の推移 図２ 公債発行額の推移

（財務省HP）

Ａ 図１において、１９９０年度から最も金額が増加している項目は、社会保障関係費である。
Ｂ 図２において、２０１２年度以降、公債発行額が前年度を上回ったことはない。

ア Ａ�正 Ｂ�正 イ Ａ�正 Ｂ�誤 ウ Ａ�誤 Ｂ�正 エ Ａ�誤 Ｂ�誤

問６ 下線部⑥について、次の文の（ Ｘ ）～（ Ｚ ）に入る語句の組み合わせとして正しいも
のを、次のア～エの中から１つ選び、記号で答えよ。

安倍晋三氏は２００７年に一旦辞任した後、２００９年からの（ Ｘ ）政権時代を挟んで、２０１２
年に再び首相となっている。戦後で首相に再就任したのは、戦後間もなく首相になった
（ Ｙ ）と安倍晋三氏の２人だけである。また、安倍晋三氏の連続在職日数は（ Ｚ ）
を抜いて憲政史上最長となっている。

ア Ｘ 社会党 Ｙ 佐藤栄作 Ｚ 吉田茂
イ Ｘ 社会党 Ｙ 吉田茂 Ｚ 佐藤栄作
ウ Ｘ 民主党 Ｙ 佐藤栄作 Ｚ 吉田茂
エ Ｘ 民主党 Ｙ 吉田茂 Ｚ 佐藤栄作
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問７ 下線部⑦について、各国の経済活動を図る指標として国内総生産（GDP）がある。国内総
生産に関する次の図と表中のＡ～Ｃの国名の組み合わせとして正しいものを、次のア～カの中
から１つ選び、記号で答えよ。

Ａ
Ｂ
Ｃ

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020（年）

（10 億米ドル）

順位 国 名 国際ドル
１位 ルクセンブルク １１８,００２
２位 シンガポール ９７,０５７
３位 アイルランド ９４,３９２
７位 Ａ ６３,４１６
３０位 Ｃ ４２,２４８
７７位 Ｂ １７,１９２

Ａ Ｂ Ｃ
ア アメリカ 中 国 日 本
イ アメリカ 日 本 中 国
ウ 中 国 アメリカ 日 本
エ 中 国 日 本 アメリカ
オ 日 本 アメリカ 中 国
カ 日 本 中 国 アメリカ

表 ２０２０年の一人当たりの
GDP ランキング（購買力平価換算）

図 名目 GDP の上位３カ国の推移

（日本生命HPより作成）

問８ 下線部⑧について、核軍縮と廃絶を目指した条約が２０１７年に国連で採択され、２０２１年に批准
国が５０カ国を超えて発効した。この条約を何というか、答えよ。

問９ 下線部⑨について、教育を受ける権利は社会権に分類されるが、２０世紀に世界で初めて社会
権を規定したとされるドイツの法規を何というか、答えよ。

問１０ Ａさんはニュースを調べる中で、人権に関して興味をもった。２００６年以降の人権に関する国
際的問題に説明した次のＡ～Ｃのうち、正しく述べているものはどれか。最も適当なものを、
次のア～キの中から１つ選び、記号で答えよ。

Ａ アメリカを中心に、ブラック・ライブズ・マターの運動がおこった。
Ｂ ミャンマーでは、ウイグル難民と政府との対立が問題となっている。
Ｃ 東京オリンピック２０２０では、選手の政治的パフォーマンスが一部認められた。

ア Ａのみ イ Ｂのみ ウ Ｃのみ エ Ａ・Ｂ
オ Ａ・Ｃ カ Ｂ・Ｃ キ Ａ・Ｂ・Ｃ
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３ 各時代の外交に関する文章を読み、あとの各問に答えよ。

１ 下の写真は、中国にある高さ約６.４m の石碑で、（ ① ）の王の業績が記されている。それ
によると、②４世紀末に倭は海を渡って朝鮮半島に進出し、（ ① ）と戦っていた。

写真

問１ （ ① ）に入る国名を答えよ。

問２ 下線部②について、４世紀末～５世紀頃の日本や東アジアに関し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、記号で答えよ。
ア 古墳の副葬品に馬具や武具が見られるようになった。
イ 倭は楽浪郡を通じて中国に朝貢していた。
ウ 中国では魏・呉・蜀の三国が分立し、互いに争っていた。
エ 豪族の居館の周りを竪穴住居が囲むように集落がつくられていた。

２ 福岡県福岡市の南方には、③７世紀後半に朝鮮半島で起こった戦いの直後に水城といわれる約
１.２km の堤と、水をたたえた堀が築かれた。また、その北東には大野城、南西には基肄城とい
う山城が築かれており、石垣が現存する。これらは九州に置かれた朝廷の機関である（ ④ ）
を守るために築かれた。

問３ 下線部③について、この戦いに関して述べた次のＡ・Ｂの文の正誤の組み合わせとして正
しいものを、次のア～エの中から１つ選び、記号で答えよ。

Ａ この戦いをきっかけとして唐の滅亡まで倭（日本）と唐との国交は断絶した。
Ｂ この戦いの後、防人として一部の兵士が九州防備のために派遣されることになった。

ア Ａ�正 Ｂ�正 イ Ａ�正 Ｂ�誤 ウ Ａ�誤 Ｂ�正 エ Ａ�誤 Ｂ�誤

問４ （ ④ ）に入る適語を答えよ。
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３ モンゴル帝国のフビライ=ハンは、国号を元と定めると、日本に対したびたび朝貢を強要した。
しかし、⑤鎌倉幕府の執権（ ⑥ ）がこれを拒否したので、１２７４年に元は博多湾を襲った。そ
の後、１２８１年に元はふたたび博多湾を襲うが暴風雨で大損害を受け、敗退した。

問５ 下線部⑤について、鎌倉幕府や鎌倉時代の武士に関し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、記号で答えよ。
ア 幕府の任命した地頭と荘園領主との間での紛争が増加する中、しだいに土地に対する地

頭の権利は抑えられていった。
イ 幕府に仕える御家人たちは領地に住まず、ふだんは鎌倉に住むことになっていた。
ウ 幕府が定めた御成敗式目によって、律令や朝廷の決まりは改められた。
エ 武士の領地は、分割相続によって女子にも与えられることがあった。

問６ （ ⑥ ）に入る姓名を答えよ。

４ １４世紀後半、明は、大陸沿岸を襲う海賊集団である（ ⑦ ）の取り締まりを日本に求めてき
た。そこで足利義満は、これに応じるとともに明との間に国交を開き、日明貿易が開始された。
また、室町時代には⑧琉球王国や蝦夷地との貿易や交易もさかんに行われた。

問７ （ ⑦ ）に入る適語を答えよ。

問８ 下線部⑧について、室町時代の琉球や蝦夷地に関して述べた次のＡ・Ｂの文の正誤の組み
合わせとして正しいものを、次のア～エの中から１つ選び、記号で答えよ。

Ａ 琉球王国は日本・中国・朝鮮と東南アジア諸国間の中継貿易で栄えた。
Ｂ 本州から移住してきた和人がアイヌを圧迫したため、アイヌは大首長シャクシャイン

を中心に蜂起した。
ア Ａ�正 Ｂ�正 イ Ａ�正 Ｂ�誤 ウ Ａ�誤 Ｂ�正 エ Ａ�誤 Ｂ�誤

― １５ ―



５ ⑨江戸時代になっても日本人はさかんに海外進出をしており、東南アジア各地に幕府の許可を
受けた貿易船が渡航し、各地に日本町がつくられた。しかし、幕藩体制が固まるにつれ、⑩幕府
はたびたび禁令を出して、活発な海外渡航や貿易に制限を加え、１６４１年には平戸のオランダ商館
を長崎に移していわゆる鎖国の状態となった。

問９ 下線部⑨について、次の図１・２を見て、江戸時代の文化を示す作品と、その作者の組み
合わせとして正しいものを、次のア～エの中から１つ選び、記号で答えよ。
ア 作品�図１ 作者�尾形光琳 イ 作品�図１ 作者�狩野永徳
ウ 作品�図２ 作者�尾形光琳 エ 作品�図２ 作者�狩野永徳
図１ 図２

問１０ 下線部⑩について、次の史料はこの時期に幕府が出した禁令である。Ｘ～Ｚの各史料を古
いものから順に並べたものとして正しいものを、次のア～カの中から１つ選び、記号で答え
よ。なお、史料はわかりやすく書き改めている。

Ｘ 一 日本国が禁止しているキリスト教について、その趣旨を知りながらキリスト教
をひろめる者が今でも密かに日本へやって来ている。

一 キリシタンの信徒たちが徒党を組んで、島原の乱のようなよからぬことを企て
れば直ちに処罰する。

一 バテレンと信徒の者が隠れている所へ、かの国から仕送りを与えている。

以上の理由によって今後、ポルトガル船の来航を禁止する。

Ｙ 一 外国へ日本の船を派遣することは厳重に禁止する。
一 日本人を外国へ派遣してはならない。
一 異国へ渡航して住み着いていた日本人が帰国したならば、死罪に処する。

Ｚ 一 外国へ老中の許可証を得た船（奉書船）以外の船を派遣することは禁止する。

ア Ｘ→Ｙ→Ｚ イ Ｘ→Ｚ→Ｙ ウ Ｙ→Ｘ→Ｚ
エ Ｙ→Ｚ→Ｘ オ Ｚ→Ｘ→Ｙ カ Ｚ→Ｙ→Ｘ
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６ １８世紀後半からのロシア船の来航に続き、⑪１９世紀になるとイギリス船などが日本に接近して
きた。これを受けて幕府は１８２５年、外国船の撃退を命じる強硬措置をとった。しかし、⑫天保の
改革の最中である１８４２年、幕府は外国船への対応をゆるめ、漂着した外国船には薪や水・食料を
与えることにした。

問１１ 下線部⑪について、１９世紀に起きた海外の出来事に関して述べた次のＡ～Ｃのうち、正し
く述べているものはどれか。最も適当なものを、次のア～キの中から１つ選び、記号で答
えよ。

Ａ イギリスで蒸気力を動力源とする機械が実用化された。
Ｂ フランスで名誉革命が起こり、人権宣言が発表された。
Ｃ アメリカで貿易や奴隷制をめぐる対立から南北戦争が起こった。

ア Ａのみ イ Ｂのみ ウ Ｃのみ エ Ａ・Ｂ
オ Ａ・Ｃ カ Ｂ・Ｃ キ Ａ・Ｂ・Ｃ

問１２ 下線部⑫について、天保の改革を主導した老中は誰か、答えよ。

７ 明治時代になると、日本は富国強兵をめざし、近代化を進める諸政策を次々と実施していった。
そして日清戦争、⑬日露戦争に勝った日本は世界の大国に列した。その後、⑭第一次世界大戦に
も勝利した日本は、国際連盟の常任理事国に選ばれた。

問１３ 下線部⑬について、日露戦争の講和条約の内容とその後に起きた出来事Ａ～Ｄの組み合わ
せとして正しいものを、次のア～エの中から１つ選び、記号で答えよ。

Ａ 日本に対して賠償金を支払うことになった。
Ｂ 韓国における日本の優越権を承認した。
Ｃ 三国干渉が起きた。
Ｄ 日比谷焼き打ち事件が起きた。

ア Ａ・Ｃ イ Ａ・Ｄ ウ Ｂ・Ｃ エ Ｂ・Ｄ

問１４ 下線部⑭について、第一次世界大戦中およびその後の出来事に関して述べたＸ～Ｚの各文
を古いものから順に並べたものとして正しいものを、次のア～カの中から１つ選び、記号で
答えよ。

Ｘ 世界恐慌の影響で繭などの農産物価格が暴落し、農家が大打撃を被った。
Ｙ シベリア出兵による米の買い占めで、米価が異常に上昇したため、米騒動が起こった。
Ｚ 関東大震災によって、日本は深刻な恐慌に見舞われた。

ア Ｘ→Ｙ→Ｚ イ Ｘ→Ｚ→Ｙ ウ Ｙ→Ｘ→Ｚ
エ Ｙ→Ｚ→Ｘ オ Ｚ→Ｘ→Ｙ カ Ｚ→Ｙ→Ｘ
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８ GHQ は占領政策として、日本の非軍事化と民主化を進めていたが、米ソ冷戦などをきっかけ
に占領政策を転換した。その後、アメリカは占領を終わらせて日本を西側陣営に早期に編入しよ
うとする政策を加速させた。⑮サンフランシスコ平和条約が結ばれると、日本は独立国としての
主権を回復した。

問１５ 下線部⑮について、サンフランシスコ平和条約の締結以後の出来事に関する文として正し
いものを、次のア～エの中から１つ選び、記号で答えよ。
ア ベトナム戦争をきっかけとして石油危機が起こった。
イ ソ連との国交正常化を受けて日本の国際連合加盟が実現した。
ウ 教育の機会均等や男女平等をうたった教育基本法が制定された。
エ 北朝鮮が北緯３８度線を越えて韓国に侵攻し、朝鮮戦争が始まった。
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令和４年度（２０２２年度）

高等学校入学試験問題

数 学
（６０分）

高

注 意

「始め」の合図があるまでは問題を開いてはいけません。

１ 「始め」という合図で始め，「やめ」という合図ですぐにやめなさい。
２ 問題は１ページから６ページまでです。

けた

３ 解答を始める前に，まず，解答用紙に氏名を記入しなさい。次に，受験番号（５桁）を
記入し，下のマーク欄の を塗りつぶしなさい。

４ 解答は，記述式のみである。すべて解答用紙に記入しなさい。
５ 質問や用があるときは，声を出さずに静かに手をあげなさい。

問題の内容についての質問は受け付けません。
６ 分度器，定規，コンパス，計算機類の使用は認めません。

７ 円周率は，πを用いなさい。
８ 答えに根号が含まれるときは，根号の中は最も小さい正の整数にしなさい。
また，分母に根号が含まれるときは，分母に根号を含まない形にしなさい。



１ 次の問いに答えよ。

⑴ �14 ＋�6
�2

× (�21－3) を計算せよ。

⑵ 連立方程式 3a ＋ 2b ＝－14a ＋ 3b ＝ 1
を解け。

⑶ － y＋ 4y－ 4 を因数分解せよ。

⑷ 次の①～⑥の不等式の中で，正しいものを１つ選べ。

① 2�7 ＜
9
�3

＜ 5.2 ② 5.2 ＜ 2�7 ＜
9
�3

③ 9
�3

＜ 2�7 ＜ 5.2

④ 2�7 ＜ 5.2 ＜
9
�3

⑤ 5.2 ＜ 9
�3

＜ 2�7 ⑥ 9
�3

＜ 5.2 ＜ 2�7

⑸ 次の①～⑤の図形の中で，一筆がきが可能なものをすべて選べ。ただし，一筆がきとは，か
き始めからかき終わりまで，筆を紙からはなさず，また同じ線上を通らずにかくことである。

① ② ③ ④ ⑤

⑹ A，B，C，D，Eの 5人が冬休みの宿題を同じ日に始めた。5人の宿題を終えた日について
次のア～カのことが分かっている。

ア Bは Aより 3日遅かった。
イ Dと Bは 5日違いだった。
ウ Bは Cより 2日早く終えた。
エ Dと Eは 4日違いだった。
オ Cと Eは 3日違いだった。
カ 同じ日に宿題を終えた者はいなかった。

このとき，次の①～⑤の説明文の中で，正しいものを１つ選べ。
（説明文）

① 一番早く宿題を終えたのは Aである。
② 5人が宿題を終えた日は 2日間隔で並んでいる。
③ Bは Eより宿題を終えるのが 1日遅かった。
④ Eは 5人の中で一番遅く宿題を終えた。
⑤ Dは Aより 1日早く宿題を終えた。

― １ ―
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⑺ 右の図のように，中心が Oで線分 ABを直径
とする半円 Cをかき，弧 ABを 3等分するよう
に 2点 D，Eをとる。次に，線分 AB上に Oを
とり，半径が OBである半円 Cをかくと，C
は線分 AEに点 Pで接した。このとき，次の問
いに答えよ。

ⅰ ∠POAの大きさを求めよ。

ⅱ AE＝ 3�3 のとき，2つの半円の中心間の長さ OOを求めよ。

⑻ 図１のように，3種類の模様の異なる紙が 3層にまかれたトイレットペーパーがある。その
3つの部分を外側から順に A，B，Cとおく。A，B，Cのうち，長さが一番長い模様の部分
を考えたい。太郎くんと花子さんの会話の中の に当てはまる記号を A，B，Cから 1つ
答えよ。

B

CA

y

z

図１

図２

花子：紙の厚さが一定なので，長さが一番長い模様の部
分は，体積が一番大きくなるね。

太郎：高さが同じなので，平面で考えよう。外側から内
側にかけて層が厚くなっているように見えるから，
Cの部分が一番長いと思うな。

花子：そうかしら。中心に近いほど半径が小さくなるよ。
円の半径がわかれば求めることができるけど，こ
のドーナツ型の図形は中心がどこにあるかすぐに
はわからないわ。

太郎：図２のように，外側の円と内側の円に挟まれた部
分の面積を求めればいいんだよね。求めたい面積
は π－πy だね。

花子：図３のように，内側の円に接する直線を考えて，
外側の円との交点の長さは『ものさし』を使って
測ってみると，A，B，Cの順に 7.2 cm，9.0 cm，
7.8 cmになったよ。中心がわからなくても，三
平方の定理を利用すれば A，B，Cの中で，一番
長い模様の部分は とわかったね。

7.2cm
9.0cm

7.8cm

A B C
図３

― ２ ―



２ 図のように，鋭角三角形 ABCがある。辺 BC，CA，ABの中点をそれぞれ D，E，Fと
おく。直線 AD，BE，CFは 1点で交わっており，その点を Gとする。点 Dを通り，直線
BEと平行な直線と，直線 CFの交点を Pとおく。三角形 ABCの面積を Sとするとき，以
下の問いに答えよ。

⑴ CP : PG を最も簡単な整数比で答えよ。

⑵ 三角形 GDPの面積を Sを用いて表せ。

⑶ 線分 AD，BE，CFを 3辺にもつ三角形の面積を Tとする。Tを Sを用いて表せ。

A

F
G

B CD

E

P

― ３ ―



３ 箱の中に， １ ， ２ ， ３ ， ４ ， ５ の 5枚のカードが入っている。この箱の中から
3枚を取り出し，取り出した順番に一の位，十の位，百の位として 3桁の整数を作る。

⑴ 作られる 3桁の整数は全部で何通りあるか。

⑵ 作られる 3桁の整数が 500より大きくなる確率を求めよ。

⑶ 作られる 3桁のすべての整数の平均値を求めよ。

― ４ ―



４ 先生と Aくん，Bさんの会話文の中の， に当てはまる値を求めよ。なお，会話
文中に ア が 2度以上現れる場合，原則として，2度目以降は， ア のように細字
で表記している。

先生：今日は，2次方程式とグラフの関係について学びましょう。まず，次の方程式を解いて
ください。

2次方程式 ＝ 2＋3 …①

Aくん：①の解は，＝ ア ， イ です。（ただし， ア ＜ イ とする）
先生：その通りです。次に，2次方程式の左辺と右辺から，2つの関数

y ＝  …②， y ＝ 2＋3 …③

をつくってみましょう。
Bさん：y ＝  は放物線，y ＝ 2＋3 は直線を表しますね。

先生：そうですね。それでは，②，③のグラフの交点の座標を求めてみてください。

Aくん： ア ， ウ  と  イ ， エ  になりました。

Bさん：方程式の解と交点の 座標の値が同じですね。
Aくん：そうだね。交点を求めるときにつくった方程式が，①の式そのものだもんね。

先生：2人とも，良いところに気付きましたね。実は，

2次方程式 ＝ a＋b …④

の解は，

y ＝  …⑤ y ＝ a＋b …⑥

の交点の 座標と一致します。
逆に，⑤と⑥の交点の 座標が，方程式④の解になることがわかりますね。このこと
を応用してみましょう。

2次方程式 －a－2＝ 0 の解の 1つが 1 ≦ ≦ 2 の範囲にあるためには，aが
どのような範囲にあれば良いでしょうか。

問題 1

Aくん：y ＝ ，y ＝ a＋2 とおいて，1 ≦ ≦ 2 の範囲で交点をもつ条件を調べればいいん
だよね。y ＝ a＋2 と y軸との交点は (0, 2) なので，傾き aに着目すると，aが
オ ≦ a≦ カ のときに，1 ≦ ≦ 2 の範囲で y ＝  と y ＝ a＋2 は交

点をもつね。
先生：正解です。それでは次の問題はどうですか。

2次方程式 －a－2＝ 0 の解が －�2 ≦ ≦－
1
2 と 1 ≦ ≦ 2 の範囲に

1つずつあるためには，aがどのような範囲にあれば良いでしょうか。

問題 2

Bさん：同様に考えて，－�2 ≦ ≦－
1
2 で方程式が解をもつ aの範囲を求め，問題 1で求め

た aの範囲とあわせれば キ ≦ a≦ ク になります。
先生：よくできましたね。高校に入学したら，方程式を解くためにグラフを利用することがあ

ります。今日の考え方をしっかり覚えておいてください。
― ５ ―
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５ 右の図のように，一辺の長さが 3である正三角形
BCDを底面とし，高さ AB＝ 3�3 である三角すい
ABCDがある。点 Pは辺 CD，DB上を，C→D→B
の順に，点 Qは辺 CA上を，C→Aにそれぞれ毎秒 1
の速さで移動して，それぞれ B，Aで止まる。次の
問いに答えよ。

⑴ 三角すい ABCDの体積 V を求めよ。

⑵ P，Qが Cを同時に出発して 1秒後の三角すい BCPQ
の体積 V を求めよ。

⑶ P，Qが Cを同時に出発して t秒後（t ＞ 1）に，三角すい BCPQの体積が ⑵ の V と等
しくなった。このとき，tの値を求めよ。

― ６ ―



高等学校 数学 （６０分）

受 験 番 号

氏 名

⑴ ⑵ a ＝ ，b ＝

⑶ ⑷

⑸ ⑹

⑺ ⅰ  ⅱ ⑻

１

⑴ CP : PG＝ : ⑵ ⑶ T＝２

⑴ 通り ⑵ ⑶３

ア イ ウ エ

オ カ キ ク

４

⑴ V＝ ⑵ V＝ ⑶ t ＝５



令和４年度（２０２２年度）

高等学校入学試験問題

理 科
（４０分）

高

注 意

「始め」の合図があるまでは問題を開いてはいけません。

１ 「始め」という合図で始め，「やめ」という合図ですぐにやめなさい。
２ 問題は１ページから１４ページまでです。

けた

３ 解答を始める前に，まず，解答用紙に氏名を記入しなさい。次に，受験番号（５桁）を
記入し，下のマーク欄の を塗りつぶしなさい。

４ 解答は，記述式とマーク式の併用である。マーク式により解答する場合は，その番号
の を塗りつぶしなさい。

５ 質問や用があるときは，声を出さずに静かに手をあげなさい。
問題の内容についての質問は受け付けません。

６ 定規，コンパス，計算機類の使用は認めません。



１ 次の文章を読んで，下の各問に答えよ。

私たちのからだは，Ⅰ心臓を動かしている心筋，Ⅱ肺の呼吸運動にかかわる横隔膜，各種内臓を
動かす内臓筋などさまざまな筋肉から成り立っている。
動物の生活環境が水中から陸上へと変化していくことに応じて，心臓の形は単純な形から複雑な
形へと変化した。私たちヒトの心臓は２心房２心室の構造をもち，一般的に魚類では（ ア ），

は ちゅうるい

両生類では（ イ ），爬虫類では（ ウ ），鳥類では（ エ ）の構造をしている。このよう
に進化の過程で，陸上での生活に一層適応するように心臓や血管などの循環系が発達したと考えら
れている。
動物において，呼吸は外呼吸と内呼吸に分けられる。前者は呼吸器官がからだの外にある酸素を
取り入れ，二酸化炭素をからだの外へ放出することを指し，後者は動物の体内で細胞が体液から酸
素を受け取り，二酸化炭素を体液中に放出することを指す。
外呼吸の場合，息を吸うとき，ろっ骨は胸の筋肉によって（ オ ），横隔膜は（ カ ）。一方，
息を吐くときは胸の筋肉が（ キ ），ろっ骨は元の位置に戻り，横隔膜は（ ク ）。
また，筋肉は多くのエネルギーを必要とするため，内呼吸を盛んに行うことにより，Ⅲ多くの栄

養分や酸素が血液から筋肉へ送られている。
図１は筋肉の構造を模式的に表したものである。筋肉はミオシンフィラメントの間にアクチン

フィラメントが滑り込むようにして収縮する。これはアクチンフィラメントがミオシンフィラメン
トにあるミオシン頭部と結合し，滑り込むことで起こる。ミオシン頭部とアクチンフィラメントと
の結合部位が多ければ多いほど，収縮する力（張力）は大きくなる。また，Z膜から Z膜までの
間をサルコメアという。ただし，筋肉が収縮する際に，図１中の Z膜，アクチンフィラメント，
ミオシンフィラメント，ミオシン頭部のそれぞれの形は変わらないものとする。

ミオシンフィラメント

サルコメア

拡大

アクチンフィラメント アクチンフィラメント

Z膜

ミオシン
頭部

ミオシン
フィラメント

図１

― １ ―



問１ 文章中の下線部Ⅰに関して，ヒトの心臓内の血液の流れの向きを表したものとして最も適当
なものを，次の①～⑧の中から１つ選べ。ただし，矢印の実線は動脈血，破線は静脈血の流れ
を表している。

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

問２ 文章中の下線部Ⅱに関して，図２はヒトの吸気（吸う空気）と呼気（吐いた空気）の成分の
割合（体積比）を表したものである。 ａ ～ ｄ に入る物質の化学式を，下の①～④
の中からそれぞれ１つ選べ。

78％

21％

1％

ヒトの吸気

74％

15％

1％4％
6％

ヒトの呼気

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

その他

図２

① O ② CO ③ HO ④ N

― ２ ―



問３ 文章中の空欄（ ア ）～（ エ ）にあてはまる語句として最も適当なものを，次の①～⑤
の中からそれぞれ１つ選べ。
① １心房１心室 ② １心房２心室 ③ ２心房１心室
④ 不完全な２心房１心室 ⑤ ２心房２心室

問４ 文章中の空欄（ オ ）～（ ク ）にあてはまる語句の組合せとして最も適当なものを，次
の①～⑥の中から１つ選べ。

オ カ キ ク
① 引き上げられ 縮んで下がる ゆるんで 上がる
② 引き上げられ 縮んで上がる ゆるんで 下がる
③ 引き上げられ 縮んで下がる 縮んで 上がる
④ 引き下げられ ゆるんで上がる ゆるんで 下がる
⑤ 引き下げられ ゆるんで下がる 縮んで 下がる
⑥ 引き下げられ ゆるんで上がる 縮んで 上がる

問５ 文章中の下線部Ⅲに関して，次の⑴と⑵の文に最も関与しているものを，下の①～④の中か
らそれぞれ１つ選べ。ただし，同じものを繰り返し用いてもよい。
⑴ 栄養分を筋肉に渡す。
⑵ 酸素を筋肉に渡す。
① 血小板 ② 赤血球 ③ 白血球 ④ 血しょう

問６ 筋肉が収縮する際に，長さが変わらない領域として適当なものを，図３の①～⑤の中からす
べて選べ。

①
②

⑤
③ ④

図３

― ３ ―



問７ 次の A～Dにおいて，張力の大きさの関係を表したものとして最も適当なものを，下の①
～⑥の中から１つ選べ。

A B

C D

① A＞ B＞ C＞D ② D＞A＞B＞C
③ A＞ B＝D＝C ④ A＝D＞B＞C
⑤ A＝ C＞D＞B ⑥ A＝ B＝D＞C

問８ 張力とサルコメアの長さとの関係を表したものとして最も適当なものを，次の①～④の中か
ら１つ選べ。

サルコメアの長さ

張
力

サルコメアの長さ

張
力

サルコメアの長さ

張
力

サルコメアの長さ

張
力

① ②

③ ④

― ４ ―



２ 次の文章Ⅰ，Ⅱを読んで，下の各問に答えよ。

Ⅰ
図１化学電池（以下，電池とする）とは，（ ア ）エネルギーを

（ イ ）エネルギーとして取り出すことができる装置である。
例えば，図１のように切ったレモンの断面に銀板とアルミニウム
板を刺し，この金属板を電子オルゴールに接続された導線にそれ
ぞれつなぐと電子オルゴールが鳴る。この現象には，金属ごとの
陽イオンへのなりやすさの違いが関係しており，２種類の異なる
金属を用いて電池を作ると，陽イオンになりにくい金属からなり
やすい金属へ電流が流れる。図１では，アルミニウムが溶けるこ
とにより電子を（ ウ ），アルミニウム板が（ エ ）極にな
る。一方，銀板では電子を（ オ ），銀板が（ カ ）極になる。また，別の 2種類の異なる金
属板を用いても同様の現象が起こる。このとき，金属の陽イオンへのなりやすさの差が大きいほど
電池の電圧は大きくなる。
また，金属の酸への溶けやすさも，金属の陽イオンへのなりやすさの違いから説明することがで
きる。陽イオンになりやすいマグネシウムや亜鉛などを塩酸にいれると，金属原子が電子を（ キ ）
ことで陽イオンになるとともに，酸から電離して生じた水素イオンが電子を（ ク ）ことで気体
の水素が発生する。一方，陽イオンになりにくい金や銀などは，塩酸に入れても電子のやり取りが
起きないため溶けない。

問１ 文章中の空欄（ ア ），（ イ ）にあてはまる語句を，次の①～⑦の中からそれぞれ１つ
選べ。
① 運動 ② 位置 ③ 化学 ④ 熱 ⑤ 光 ⑥ 電気 ⑦ 音

問２ 文章中の空欄（ ウ ）～（ ク ）に入る語句や記号の組合せとして正しいものを，次の①
～⑧の中から１つ選べ。

ウ エ オ カ キ ク
① 受け取り ＋ 放出し － 受け取る 放出する
② 受け取り ＋ 放出し － 放出する 受け取る
③ 放出し ＋ 受け取り － 受け取る 放出する
④ 放出し ＋ 受け取り － 放出する 受け取る
⑤ 受け取り － 放出し ＋ 受け取る 放出する
⑥ 受け取り － 放出し ＋ 放出する 受け取る
⑦ 放出し － 受け取り ＋ 受け取る 放出する
⑧ 放出し － 受け取り ＋ 放出する 受け取る

― ５ ―



４種類の金属 A，B，C，Dを用いて，次の実験１～実験３を行った。
実験１ 金属 A～Dをそれぞれうすい塩酸に浸すと，B，Dのみ反応して溶けだした。
実験２ 金属 Cが陽イオンとなって溶けている水溶液に金属 Aを入れたところ，金属 Aが溶け

だした。
実験３ 金属 Bと金属 Cで電池をつくったときの電圧より，金属 Dと金属 Cで電池をつくっ

たときの電圧の方が小さかった。

問３ 実験１～実験３の結果から，金属 A～Dを陽イオンになりやすいものから順に並べたもの
として正しいものを，次の①～⑧の中から１つ選べ。
① 金属 A ＞ 金属 C ＞ 金属 B ＞ 金属 D
② 金属 A ＞ 金属 C ＞ 金属 D ＞ 金属 B
③ 金属 B ＞ 金属 D ＞ 金属 C ＞ 金属 A
④ 金属 B ＞ 金属 D ＞ 金属 A ＞ 金属 C
⑤ 金属 C ＞ 金属 A ＞ 金属 B ＞ 金属 D
⑥ 金属 C ＞ 金属 A ＞ 金属 D ＞ 金属 B
⑦ 金属 D ＞ 金属 B ＞ 金属 C ＞ 金属 A
⑧ 金属 D ＞ 金属 B ＞ 金属 A ＞ 金属 C

問４ レモンの代わりに電解質の水溶液を用いても電池ができる。電解質でないものを，次の①～
⑥の中からすべて選べ。
① エタノール ② 塩化銅 ③ 水酸化ナトリウム
④ ブドウ糖 ⑤ 食 塩 ⑥ 塩化水素

― ６ ―



セロハン

硫酸亜鉛水溶液 硫酸銅水溶液

亜
鉛
板

銅
板

（Ｘ） （Ｙ）

図２問５ 図２のように，ダニエル電池に豆電球をつなぐと電流
が流れた。

⑴ 図２において，＋極になる金属板と電子が流れる向
きの組合せとして正しいものを，次の①～④の中から
１つ選べ。

＋極になる金属板 電子が流れる向き
① 亜鉛板 X
② 亜鉛板 Y
③ 銅板 X
④ 銅板 Y

⑵ この電池の亜鉛板の表面で起こる反応を，例にならって答えよ。
例：2H ＋ 2e H

⑶ 亜鉛板および銅板の質量と電池の放電時間との関係を表したものとして最も適当なものを，
次の①～⑥の中から１つ選べ。ただし，図中の実線は亜鉛板，破線は銅板の変化をそれぞれ
表している。

時間〔分〕

質
量
〔g〕

時間〔分〕

質
量
〔g〕

時間〔分〕

質
量
〔g〕

時間〔分〕

質
量
〔g〕

時間〔分〕

質
量
〔g〕

時間〔分〕

質
量
〔g〕

① ② ③

④ ⑤ ⑥
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Ⅱ
自動車のバッテリーなどで使われている電池の一つに鉛蓄電池がある。図３のような鉛蓄電池は，
電極として鉛板 Pbおよび酸化鉛板 PbOを，電解質として硫酸 HSOを用いており，各極で次
の反応が起こる。
鉛 極：Pb ＋ SO 

 PbSO ＋ 2e …（ⅰ）
酸化鉛極：PbO ＋ SO 

 ＋（ ケ ）H ＋ 2e PbSO ＋（ コ ）HO …（ⅱ）
（ⅰ）と（ⅱ）の反応を一つにまとめると，電池全体の反応を表す式（ⅲ）となる。

Pb ＋ PbO ＋ 2HSO 2PbSO ＋ 2HO …（ⅲ）

鉛板 酸化鉛板

硫酸水溶液

放電

鉛板 酸化鉛板

硫酸鉛 PbSO

図３

問６ 式（ⅱ）中の空欄（ ケ ），（ コ ）にあてはまる係数を，次の①～④の中からそれぞれ
１つ選べ。ただし，同じものを繰り返し用いてもよい。
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

― ８ ―



問７ （ⅰ）～（ⅲ）の一連の反応は，電極の表面で起こる。放電により生じた硫酸鉛 PbSOは水
に溶けないため，反応が進むと，図３のように鉛板と酸化鉛板の表面が硫酸鉛で覆われていく。
放電させたあとは外部電源に接続し，放電時とは逆向きに電流を流すことにより，電池を放電
前の状態に戻すことができる。これを充電という。また，放電中に流れた電子の量と，放電に
より反応した物質の質量〔g〕は，流れた電流の大きさ〔A〕と電流が流れていた時間〔秒〕
の積に比例する。これにより，各電極の質量変化や硫酸水溶液の濃度変化を調べることができ
る。ただし，⑴～⑸で用いる鉛蓄電池はそのつど新しいものに取り換えて調べたものとする。

⑴ 鉛蓄電池を放電させて 2.0 Aの電流を 16分 5秒間流したところ，鉛板の質量が 0.96 g増
加するとともに，硫酸の質量が 1.96 g減少し，水が 0.36 g増加した。このとき，酸化鉛板
の質量の増加量として最も適当なものを，次の①～⑥の中から１つ選べ。
① 0.60 g ② 0.64 g ③ 1.00 g ④ 1.20 g ⑤ 1.36 g ⑥ 1.60 g

⑵ 鉛蓄電池に抵抗を取り付けて 0.50 Aの電流を 1時間 4分 20秒間流したときの鉛板の質量
の増加量として最も適当なものを，次の①～⑥の中から１つ選べ。
① 0.096 g ② 0.48 g ③ 0.96 g ④ 1.44 g ⑤ 1.92 g ⑥ 3.84 g

⑶ 鉛蓄電池を放電させて 2.0 Aの電流を 4時間 1分 15秒間流したときの硫酸水溶液中の硫
酸の質量パーセント濃度として最も適当なものを，次の①～⑥の中から１つ選べ。ただし，
放電前の硫酸水溶液の質量は 500 g，質量パーセント濃度は 30.0％とする。また，水の蒸発
は考えないものとする。
① 22.0％ ② 24.1％ ③ 25.3％ ④ 25.6％ ⑤ 29.3％ ⑥ 29.9％

⑷ 完全に放電させた後の鉛蓄電池を 1.0 Aの電流で 1時間 4分 20秒間かけて充電した。こ
のとき酸化鉛板の質量はどのように変化するか，最も適当なものを次の①～⑥の中から１つ
選べ。
① 0.32 g増加した。 ② 0.32 g減少した。
③ 0.64 g増加した。 ④ 0.64 g減少した。
⑤ 1.28 g増加した。 ⑥ 1.28 g減少した。

⑸ 鉛蓄電池を繰り返し放電，充電して完全に放電させた後，再び⑷と同様に充電すると酸化
鉛板の質量変化が⑷に比べて 0.192 g小さかった。⑷で充電を完了させた状態を 100％とす
ると，この電池は何％充電できたか，最も適当なものを次の①～⑥の中から１つ選べ。
① 15％ ② 30％ ③ 40％ ④ 60％ ⑤ 70％ ⑥ 85％

― ９ ―



問題は次ページに続きます。
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３ 次の文章を読んで，下の各問に答えよ。

紀元前 220年ごろ，古代ギリシアの数学者であるアルキメデスは，「液体に沈んでいる物体はそ
の物体が押しのけた液体にはたらく重力と同じ大きさの浮力を受ける」ということを発見した。こ
れをアルキメデスの原理という。
次に，縦の長さ 4.0 cm，横の長さ 10 cm，高さ 5.0 cm，密度 5.0 g/cmのおもり Aを含む装置
について考える。ただし，100 gの物体にはたらく重力の大きさを 1.0 Nとする。また，糸，動滑
車の質量，糸と滑車との間の摩擦，糸の体積は考えないものとし，おもり Aの変形，糸の伸び縮
みはないものとする。なお，糸は常に張った状態であるものとする。さらに，空気抵抗と大気圧の
影響は無視できるものとする。

問１ 図１のように，おもり Aをばねばかりにつり下げて静止させたとき，ばねばかりが示す力
の大きさは何 Nか。

5.0cm

おもりＡ

ばねばかり

10cm
4.0cm

図１

問２ 問１のとき，ばねばかりのばねの伸びは 4.0 cmだった。このばねの伸びを 1.0 mにするた
めには何 Nの大きさの力が必要か。

― １１ ―



問３ おもり Aを水に沈めていき，図２の状態にした。このとき，水面からおもり Aの底面まで
の深さとばねばかりが示す力の大きさとの関係をグラフに示せ。ただし，水の密度を 1.0 g/cm

とし，水を入れている容器は十分に深く，おもり Aは底にはつかないものとする。また，お
もり Aを沈めても，容器の底面から水面までの高さは変わらないものとし，おもり Aの底面
と水面は常に水平に保たれているものとする。

ば
ね
ば
か
り
が
示
す
力
の
大
き
さ
〔N〕

水面からおもりＡの底面までの深さ〔cm〕
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O 1 2 3 4 5 6おもりＡ

ばねばかり

水

図２

次に，図３のような装置を使って糸 2を引き，おもり Aをもち上げて静止させた。ただし，滑
車どうしが接することはないものとする。

おもりＡ

点Ｐ

定滑車

糸 2

糸 1

糸 2を引く力

動滑車

天井

図３
問４ このとき，糸 2を引く力の大きさは
何 Nか。

問５ 力のつりあいを保ったままおもり A
を 30 cm持ち上げるのに 20秒かかった。
このとき糸 2を引く力がおもり Aにし
た仕事は何 Jか。また，この仕事の仕事
率は何Wか。
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次に，図４のような装置を作ったところ，装置全体が静止した。ただし，滑車どうしが接するこ
とはなく，おもり Aと物体 Xは床に接することはないものとする。

おもりＡ
点Ｑ

物体Ｘ

定滑車 2 定滑車 1

糸 1

糸 2

糸 3

動滑車 2

動滑車 1

天井

床

図４

問６ このとき，物体 Xの質量は何 gか。

問７ 点 Qにおいて，糸 2が床を引く力の大きさは何 Nか。

問８ 糸 3が動滑車 1と動滑車 2を引く力の大きさはそれぞれ何 Nか。

問９ 力のつりあいを保ったまま物体 Xを引き，おもり Aを 30 cm上昇させた。このとき物体 X
を何m引けばよいか。また，このとき物体 Xを引く力がした仕事は何 Jか。
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次に，図５のように物体 Xを質量がわからない物体 Yにとりかえた。さらに，力のつりあいを
保ったまま物体 Yをゆっくりと上に持ち上げることで，おもり Aを水と油が入った容器に沈めて
いった。装置全体が静止したとき，おもり Aの上部 2.0 cmが油に，下部 3.0 cmが水に入ってい
た。ただし，水の密度は 1.0 g/cm，油の密度は 0.75 g/cmとする。また，おもり Aの底面，水
と油の境界面，液面は常に水平に保たれているものとし，おもり Aを沈めても，容器の底面から
液面までの高さは変わらないものとする。なお，滑車どうしが接することはなく，おもり Aと物
体 Yは容器および床に接することはないものとする。

おもりＡ
点Ｑ

物体Ｙ

2.0cm
3.0cm

定滑車 2 定滑車 1

糸 1

糸 2

糸 3

動滑車 2

動滑車 1

油

水

天井

床

図５

問１０ このとき，物体 Yの質量は何 gか。ただし，このときのおもり Aの上面は空気中に出てお
らず，底面は容器の底に接していないものとする。
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