
令
和
７
年
度
（
２０２５年

度
）

中
学
校
入
学
試
験
問
題

国
語

（
６０分

）

中

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
。

３
解
答
を
始
め
る
前
に
、
ま
ず
、
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
と
氏
名
を
記
入
し
な
さ
い
。

け
た

受
験
番
号
は
５
桁
で
す
。
算
用
数
字
で
横
書
き
に
し
な
さ
い
。

ら
ん

４
答
え
は
、
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。
解
答
欄
以
外
に
書
か
れ
た
も
の
は
採
点
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

５
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
は
、「

」
な
ど
の
記
号
や
句
読
点
も
１
字
と
数
え
ま
す
。

６
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
。



一

次
の
【
文
章
Ⅰ
】・【
文
章
Ⅱ
】
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
。）

【
文
章
Ⅰ
】

ぼ
く
は
、
自
分
に
関
わ
り
の
な
い
世
界
が
こ
ん
な
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
た
く
な
い
た
め
に
、
い
つ
も
必
要
以
上
、
能
力

以
上
の
本
を
買
っ
て
し
ま
う
。
文
学
を
研
究
し
て
い
る
の
に
、
現
代
思
想
や
社
会
科
学
の
分
野
の
本
を
た
く
さ
ん
買
う
。
ぼ
く
な

ら
こ
れ
も
読
め
る
、
あ
れ
も
読
め
る
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
い
や
、「
思
い
た
い
」
と
言
っ
た
ほ
う
が
正
確
か
も
し
れ
な

い
。
ぼ
く
の
場
合
、
本
と
い
う
鏡
に
映
っ
た
自
分
は
い
つ
も
等
身
大
の
自
分
よ
り
も
肥
大
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
自
分
自

み

え

身
に
対
す
る
見
栄
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

年
間
の
本
代
が
二
百
万
円
と
か
三
百
万
円
と
か
書
い
た
り
す
る
の
も
（
も
ち
ろ
ん
事
実
だ
が
、
人
文
系
の
研
究
者
に
と
っ
て
は

こ

ぶ

わ
ざ
わ
ざ
書
く
ほ
ど
の
額
で
も
な
い
）、
自
分
を
鼓
舞
す
る
気
持
ち
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
前
は
こ
れ
だ
け
の
本
を
全
部

読
む
の
か
と
、
妻
に
聞
か
れ
た
も
の
だ
。
い
ま
で
も
、
学
生
は
そ
う
い
う
質
問
を
す
る
。
そ
う
い
う
と
き
に
は
「
本
を
買
う
の
は

趣
味
で
、
読
む
の
が
仕
事
だ
が
、
い
ま
は
趣
味
が
高
じ
て
い
る
段
階
で
あ
る
」
と
答
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
見
栄
を
張
る
の
に

も
い
ろ
い
ろ
屁
理
屈
が
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
こ
の
見
栄
が
な
く
な
っ
た
ら
ぼ
く
は
教
師
と
し
て
も
、
研
究
者
と
し
て
も
終
わ
り
だ
と
思
っ
て
い
る
。
直
視
す
る

に
は
、
等
身
大
の
自
分
は
あ
ま
り
に
貧
弱
す
ぎ
る
。
だ
か
ら
、
本
を
買
う
。
専
門
外
の
本
を
買
っ
て
、
自
分
は
こ
れ
だ
け
世
界
が

広
い
と
、
自
分
自
身
に
見
栄
を
張
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
学
生
の
時
か
ら
変
わ
ら
な
い
。
ぼ
く
が
大
学
生
の
時
に
は
、
図
書
館
の
本
に
は
裏
表
紙
に
貸
し
出
し
用
の
カ
ー
ド
が

付
い
て
い
て
、
本
を
借
り
る
と
き
に
は
そ
れ
に
名
前
を
書
き
込
む
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ぼ
く
は
わ
か
り
も
し
な
い

ギ
リ
シ
ャ
哲
学
あ
た
り
か
ら
手
当
た
り
次
第
に
借
り
ま
く
っ
て
、ろ
く
に
読
み
も
し
な
い
で
返
却
し
て
い
た
。友
人
が
引
っ
か
か
っ

て
、「
お
前
、
あ
ん
な
本
ま
で
読
ん
で
る
の
か
よ
」
と
驚
い
て
い
た
。
知
的
な
見
栄
を
張
る
の
は
、
青
年
の
特
権
で
も
あ
り
、
義

務
で
も
あ
る
。

こ
の
年
に
な
れ
ば
ま
さ
か
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
に
①
自
分
自
身
に
見
栄
を
張
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ
。

そ
れ
は
、
ぼ
く
自
身
の
精
神
的
な
若
さ
へ
の
憧
れ
で
も
あ
る
。
若
い
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
の
自
分
に
満
足
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
の
自
分
に
満
足
し
て
い
る
若
者
は
現
実
に
へ
た
り
込
ん
だ
精
神
的
な
「
老
人
」
で
あ
る
。
精

神
的
な
「
若
者
」
は
、
い
つ
も
い
ま
の
自
分
に
不
満
を
抱
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
理
想
の
自
分
へ
「
成
長
」
し
よ
う
と
も
が
く
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
少
し
も
み
っ
と
も
な
い
姿
で
は
な
い
。「
大
人
」
は
そ
う
い
う
「
若
者
」
を
温
か
く
見
守
る
も
の
だ
。

映
画
で
も
、
ア
ニ
メ
で
も
、
ド
ラ
マ
で
も
、
音
楽
で
も
、
絵
画
で
も
、
そ
れ
ら
を
前
に
し
て
ぼ
く
た
ち
の
心
は
こ
れ
だ
け
複
雑

な
働
き
は
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
言
っ
て
お
く
と
、
こ
れ
は
本
が
こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
よ
り
も
す

ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
②
本
は
こ
れ
ら
と
は
何
か
が
違
う
と
言
い
た
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。

本
に
は
何
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
し
て
実
際
に
読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
自
分
が
知
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
、
わ
か
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
と
、
あ
な
た
は
思
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
本
は
自
分
を

映
す
鏡
だ
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
う
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
未
来
形
の
自
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
い
ま
よ
り
は

成
長
し
た
自
分
で
あ
る
。

そ
う
い
う
あ
な
た
が
読
む
限
り
、
本
は
い
つ
も
新
し
い
。
現
実
に
は
、
未
来
に
書
か
れ
た
本
は
な
い
。
本
は
い
つ
も
過
去
に
書

か
れ
て
い
る
。
当
た
り
前
の
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
の
中
に
未
来
形
の
自
分
を
探
し
た
い
と
願
う
人
が
い
る
限
り
、
本
は
い
つ

も
未
来
か
ら
や
っ
て
く
る
。
そ
の
と
き
、
本
に
は
未
知
の
内
容
が
書
か
れ
て
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
そ
う
あ
り
た
い
自
分
が
映
し
出

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
理
想
の
自
己
発
見
の
た
め
の
読
書
、
未
来
形
の
読
書
と
呼
べ
そ
う
だ
。
③
古
典
を
新
し
い
と
感
じ
る
こ

― １ ―



と
が
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
な
の
だ
。
本
は
そ
れ
を
読
む
人
の
鏡
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
人
が
読
み
た
い
よ
う
に
姿
を
変
え
る
の
で

あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
本
を
読
み
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
は
い
か
に
も
学
校
空
間
的
な
お
説
教
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。

学
校
空
間
は
成
長
物
語
が
好
き
だ
か
ら
、
読
書
に
も
そ
れ
を
求
め
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
ろ
そ
ろ
テ
レ
ビ
を
切
り
上
げ
て
勉
強
し
よ

う
か
な
と
思
っ
た
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
「
勉
強
し
な
さ
い
！
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
経
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
も
の
す
ご
く
イ
ラ
イ
ラ
し
て
、
勉
強
す
る
気
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
。
あ
れ
に
似
て
い
る
。

そ
こ
で
、
読
書
の
時
間
だ
け
を
決
め
て
ど
ん
な
本
で
も
読
ん
で
い
い
こ
と
に
す
る
と
、
あ
な
た
は
喜
ん
で
本
を
読
む
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
読
む
本
を
決
め
て
読
書
を
強
制
さ
れ
る
と
、
④
あ
な
た
は
イ
ラ
イ
ラ
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
読
む
本
を
決
め

て
読
書
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
こ
う
い
う
自
分
に
な
り
な
さ
い
と
未
来
形
の
あ
な
た
を
学
校
空
間
が
決
め
る
こ
と
だ
か
ら
だ
。
だ

れ
で
も
未
来
の
自
分
は
自
分
自
身
で
決
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
学
校
空
間
に
縛
ら
れ
た
く
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
イ
ラ
イ
ラ
す
る
の
だ
。

（
石
原
千
秋
『
未
来
形
の
読
書
術
』）

【
文
章
Ⅱ
】

こ
ど
も
は
学
校
へ
入
る
と
、
ま
ず
、
音
読
を
す
る
。
こ
れ
は
例
外
も
あ
る
が
、
た
い
て
い
は
、
既
知
の
こ
と
が
ら
を
読
む
。
文

字
の
よ
み
方
さ
え
わ
か
れ
ば
、
声
が
出
せ
る
。
声
に
な
っ
た
と
た
ん
に
、
意
味
の
了
解
が
お
こ
る
。

字
を
覚
え
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
れ
て
多
く
の
こ
と
が
読
め
る
。
お
も
し
ろ
く
て
し
か
た
が
な
い
。
こ
ど
も
は
読
む
こ
と
に
興
味
を

も
っ
て
い
る
。

小
学
校
に
入
学
し
て
し
ば
ら
く
の
う
ち
は
、
も
の
を
読
む
こ
と
の
嫌
い
な
児
童
は
ご
く
す
く
な
い
。
よ
く
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
テ
レ
ビ
で
見
た
野
球
試
合
の
記
事
を
新
聞
で
読
む
の
に
近
い
、
わ
か
り
や
す
さ
と
お
も
し
ろ
さ
を
も
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
中
学
校
に
な
る
と
、
も
う
、
は
っ
き
り
も
の
を
読
む
の
が
嫌
い
だ
と
い
う
生
徒
が
か
な
り
た
く
さ
ん
あ
ら
わ
れ
る
。

幼
い
と
き
に
あ
れ
ほ
ど
読
む
こ
と
に
関
心
を
示
し
た
の
に
、
い
つ
、
ど
う
し
て
、
読
む
の
を
面
倒
が
る
よ
う
に
な
る
の
か
。

⑤
小
学
一
年
生
の
と
き
の
読
み
方
と
は
違
っ
た
読
み
方
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
読
み
方
の
教
育

に
い
ま
の
学
校
は
充
分
成
功
し
て
い
な
い
。

学
校
の
知
的
教
育
と
は
何
か
。

Ａ

人
類
が
こ
れ
ま
で
獲
得
、
蓄
積
し
て
き
た
文
化
財
を
次
の
世
代
に
伝
承
す
る
営
為
で
あ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
実
地
に
伝
え
て
い

て
は
一
生
か
か
っ
て
も
ご
く
一
部
で
す
ら
伝
え
ら
れ
な
い
。

文
化
を
こ
と
ば
に
し
て
、
濃
縮
し
、
短
期
間
に
大
量
の
情
報
を
教
授
す
る
の
が
近
代
の
教
育
で
あ
る
。
こ
ど
も
が
既
に
知
っ
て

い
る
よ
う
な
こ
と
を
い
く
ら
教
え
て
み
て
も
、
こ
の
意
味
で
は
、
何
に
も
な
ら
な
い
。

Ｂ

教
育
は
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
⑥
未
知
の
世
界
を
準
経
験
の
世
界
と
化
し
て
行
く
作
業
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
と
ば
で
な
か
っ
た

現
実
の
事
柄
を
こ
と
ば
に
し
て
、
こ
れ
を
理
解
し
て
も
、
そ
れ
は
本
当
に
わ
か
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

体
で
知
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
と
ば
だ
け
を
頼
り
に
知
る
頭
の
理
解
で
は
、
本
当
に
は
わ
か
ら
な
い
に
違
い
な
い
。
知
的
理
解
は

経
験
と
は
言
い
が
た
い
。
せ
い
ぜ
い
準
経
験
で
し
か
な
い
。

Ｃ

そ
れ
は
承
知
の
上
で
、
な
お
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
未
知
を
教
え
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
で
、
つ
い
先
を
急
ぐ
こ
と
に
な
る
。
初

期
の
音
読
か
ら
ま
だ
あ
ま
り
進
歩
し
て
い
な
い
よ
う
な
こ
ど
も
に
、
未
知
を
読
む
こ
と
を
要
求
す
る
。

― ２ ―



（
中

略
）

学
校
の
教
科
書
は
未
知
を
読
む
連
続
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
ロ
ッ
ク
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
よ
う
で
、
一
歩
踏
み
外
す
と
、
転
落

し
か
ね
な
い
。
苦
し
い
緊
張
で
息
つ
く
ひ
ま
も
な
い
。
既
知
を
読
む
の
は
、
下
り
坂
で
自
転
車
を
走
ら
せ
る
よ
う
に
楽
で
あ
る
。

ペ
ダ
ル
な
ど
ふ
ま
な
い
で
、
す
い
す
い
走
る
。
同
じ
読
み
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
う
も
違
う
の
で
あ
る
。

教
育
で
は
、
い
か
に
苦
し
く
と
も
、
未
知
を
読
ま
せ
る
訓
練
を
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
そ
の
コ
ー
ス
を
示
す
教
科

書
が
お
も
し
ろ
い
わ
け
が
な
い
。学
校
の
生
徒
は
教
科
書
を
手
に
す
る
と
心
が
重
く
な
る
。け
わ
し
い
山
を
あ
え
ぎ
、あ
え
ぎ
登
っ

て
行
っ
て
頂
上
を
き
わ
め
た
と
き
に
は
、
す
ば
ら
し
い
達
成
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
眺
望
は
こ
の
世
の
も
の
と
は
思

わ
れ
な
い
。
そ
こ
ま
で
の
コ
ー
ス
が
け
わ
し
け
れ
ば
け
わ
し
い
ほ
ど
、
登
頂
の
喜
び
も
大
き
い
。

未
知
を
読
む
の
は
、
そ
う
い
う
山
登
り
に
似
て
い
る
。
命
を
落
と
す
ほ
ど
の
危
険
を
お
か
し
て
ま
で
登
山
に
挑
む
人
た
ち
を
支

え
て
い
る
の
は
、
苦
し
さ
を
通
じ
て
の
み
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
発
見
と
充
実
で
あ
ろ
う
。
未
知
を
読
ま
せ
る
学
校
の
教
科
書
も

学
習
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
挑
戦
す
べ
き
高
い
山
で
あ
る
。
登
り
つ
め
た
と
こ
ろ
で
ど
ん
な
に
大
き
な
喜
び
が
あ
る
の
か
を
、

あ

是
非
と
も
実
感
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
ひ
ど
い
目
に
遭
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
が

わ
か
ら
な
い
ま
ま
迷
路
を
よ
じ
登
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

Ｄ

ゆ
う
う
つ

だ
い
た
い
、
教
科
書
は
憂
鬱
で
あ
る
。
お
も
し
ろ
く
な
い
。
教
科
書
の
中
で
な
け
れ
ば
お
も
し
ろ
い
か
も
し
れ
な
い
作
品
も
、

教
科
書
の
中
で
お
目
に
か
か
る
と
、
ま
っ
た
く
魅
力
を
失
う
。

ど
ん
な
名
作
も
、
学
校
の
教
科
書
で
勉
強
す
る
と
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
思
わ
れ
、
一
生
親
し
み
に
く
く
な
る
、
と
言
わ
れ
る
。

教
育
の
泣
き
所
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
か
と
言
っ
て
、
未
知
を
読
む
訓
練
を
遠
慮
し
て
い
て
は
、
未
知
を
読
む
こ
と
な
ど
永
久

に
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

Ｅ

学
校
が
す
る
こ
と
の
う
ち
で
も
っ
と
も
重
要
な
ひ
と
つ
は
、
こ
の
未
知
を
読
む
能
力
を
育
て
る
こ
と
だ
。
こ
ど
も
は
大
人
に
比

べ
て
も
柔
軟
性
が
豊
か
で
あ
る
。
大
な
り
小
な
り
困
難
な
山
登
り
に
耐
え
る
。
ま
っ
た
く
そ
れ
を
拒
否
し
て
は
義
務
教
育
の
学
業

お

さ
え
卒
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
推
進
す
る
教
科
書
が
い
や
な
も
の
、
お
も
し
ろ
く
な
い
も
の
の
代
表
と
見
立
て
ら
れ
る
の
は
や
む
を
得
な
い
。
そ
れ
で
、

学
窓
を
あ
と
に
し
た
人
た
ち
は
、
教
科
書
と
の
縁
が
切
れ
る
と
、
ほ
っ
と
し
て
既
知
を
読
む
。
⑦
下
り
坂
を
自
転
車
で
す
べ
る
よ

う
な
読
書
へ
急
い
で
戻
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

テ
レ
ビ
で
見
た
野
球
試
合
の
記
事
に
夢
中
に
な
り
、
お
も
し
ろ
い
、
お
も
し
ろ
い
と
言
う
。
こ
ど
も
に
は
教
科
書
を
押
し
つ
け
、

こ
れ
が
わ
か
ら
な
く
て
は
話
に
な
ら
な
い
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
大
人
は
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
、
わ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
こ
と

を
文
章
に
し
た
甘
い
読
み
に
明
け
暮
れ
て
、
す
こ
し
も
お
か
し
い
と
思
わ
な
い
。

う
れ

教
科
書
の
文
章
と
い
う
も
の
の
性
質
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
だ
け
に
、
教
科
書
の
憂
い
は
い
っ
そ
う
深
い
と
も
言
え
そ
う
で

あ
る
。

（
外
山
滋
比
古
『
読
書
の
方
法
』）
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問
１

傍
線
部
①
「
自
分
自
身
に
見
栄
を
張
る
」
と
同
じ
意
味
の
表
現
を
、
こ
の
形
式
段
落
の
中
か
ら
探
し
、
二
十
字
以
内
で
抜

き
出
せ
。

問
２

傍
線
部
②
「
本
は
こ
れ
ら
と
は
何
か
が
違
う
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
点
が
違
う
の
か
。
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

他
の
メ
デ
ィ
ア
と
違
い
、
本
に
よ
っ
て
自
分
の
将
来
を
考
え
る
き
っ
か
け
が
与
え
ら
れ
、
自
分
の
理
想
の
姿
を
教
え
ら

れ
る
点
。

イ

他
の
メ
デ
ィ
ア
が
様
々
な
こ
と
を
感
覚
的
に
教
え
て
く
れ
る
の
に
対
し
て
、
本
は
文
章
を
通
し
て
新
し
い
発
見
へ
論
理

的
に
導
い
て
く
れ
る
点
。

ウ

他
の
メ
デ
ィ
ア
と
違
っ
て
、
本
は
現
在
の
自
分
の
姿
を
見
つ
め
、
こ
れ
か
ら
の
自
分
の
姿
を
考
え
る
こ
と
を
助
け
て
く

れ
る
点
。

エ

他
の
メ
デ
ィ
ア
と
は
違
い
、
本
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
の
を
知
っ
て
い
る
と
見
栄
を
張
り
、
知
的
な
自
分
に
な
れ

た
と
思
え
る
点
。

オ

他
の
メ
デ
ィ
ア
と
は
違
い
、
本
は
自
分
の
都
合
で
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
て
、
タ
イ
ミ
ン
グ
の
よ
い
成
長
が
か
な
え
ら

れ
る
点
。

問
３

傍
線
部
③
「
古
典
を
新
し
い
と
感
じ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
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

昔
に
書
か
れ
た
も
の
こ
そ
が
、
現
代
で
は
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
多
く
の
知
恵
や
経
験
を
伝
え
る
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
。

イ

昔
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
現
代
で
は
人
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
異
な
る
読
み
方
を
す
る
の
で
、
中
に
は
新
し
い

発
見
も
あ
る
か
ら
。

ウ

昔
に
書
か
れ
た
も
の
は
現
代
と
は
ま
っ
た
く
違
い
、
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
が
書
か
れ
て
い
て
、
読
ん
で
も
面
白
い
こ

と
が
多
い
か
ら
。

エ

昔
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
理
想
の
自
分
を
探
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
参
考
に
な
る
こ

と
が
多
い
か
ら
。

オ

昔
に
書
か
れ
た
も
の
が
現
代
に
残
っ
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
が
抱
え
た
課
題
を
解
決
し
て
き
た
こ
と
を

証
明
し
て
い
る
か
ら
。

問
４

傍
線
部
④
「
あ
な
た
は
イ
ラ
イ
ラ
す
る
だ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
本
文
中
の
表
現
を
用
い
て
、
二
十
字
以

内
で
答
え
よ
。

問
５

傍
線
部
⑤
「
小
学
一
年
生
の
と
き
の
読
み
方
と
は
違
っ
た
読
み
方
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。

「
〜
場
合
。」
に
つ
な
が
る
五
字
の
表
現
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。
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問
６

次
の
文
章
は
本
文
か
ら
抜
き
出
し
た
段
落
で
あ
る
。
こ
の
段
落
を
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
箇
所
を
本
文
中
の

Ａ

〜

Ｅ

の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ボ
タ
ン
を
は
め
る
の
は
、
作
業
と
し
て
は
た
い
へ
ん
複
雑
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
学
校
で
は
ボ
タ
ン
の
か
け

方
な
ど
は
教
え
な
い
。
す
で
に
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
知
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

問
７

傍
線
部
⑥
「
未
知
の
世
界
を
準
経
験
の
世
界
と
化
し
て
行
く
作
業
」
の
具
体
例
と
し
て�

�
�
�
�
�
�
�

適
当
で
は
な
い
も
の
を
次
の
ア
〜

オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

見
た
こ
と
の
な
い
果
物
に
つ
い
て
の
説
明
を
い
ろ
い
ろ
と
聞
き
、
そ
の
果
物
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
イ

メ
ー
ジ
を
つ
か
む
。

イ

一
流
企
業
に
入
社
し
た
先
輩
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
聞
い
て
、
希
望
通
り
に
就
職
す
る
に
は
元
気
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
と
思
い

込
む
よ
う
に
な
る
。

ウ

不
幸
な
経
験
を
し
て
気
落
ち
し
た
人
に
話
を
聞
き
、
自
分
が
経
験
し
た
こ
と
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
は
げ
ま
し
た
り
な

ぐ
さ
め
た
り
す
る
。

エ

幼
い
こ
ろ
に
女
の
子
に
い
じ
め
ら
れ
た
と
い
う
人
の
体
験
談
を
聞
き
、
す
べ
て
の
女
の
子
は
意
地
が
悪
い
も
の
だ
と
考

え
る
よ
う
に
な
る
。

オ

自
分
が
知
ら
な
い
人
に
つ
い
て
の
悪
い
う
わ
さ
を
聞
い
た
後
で
実
際
に
そ
の
人
に
会
っ
た
と
き
、
こ
の
人
は
悪
い
人
に

ち
が
い
な
い
と
考
え
る
。

問
８

傍
線
部
⑦
「
下
り
坂
を
自
転
車
で
す
べ
る
よ
う
な
読
書
」
と
は
ど
の
よ
う
な
読
書
の
こ
と
か
。
本
文
中
の
表
現
を
用
い
て

四
十
字
以
内
で
答
え
よ
。

問
９

【
文
章
Ⅰ
】、【
文
章
Ⅱ
】
に
お
い
て
、
読
書
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
と
し
て
正
し
い
も
の
に
は
○
を
、
ま
ち
が
っ
て

い
る
も
の
に
は
×
を
つ
け
よ
。

ア

【
文
章
Ⅰ
】
で
は
、
な
り
た
い
自
分
を
発
見
で
き
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
の
が
読
書
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

イ

【
文
章
Ⅱ
】
で
は
、
短
期
間
に
多
量
の
情
報
を
処
理
し
編
集
す
る
た
め
に
も
読
書
は
必
要
と
述
べ
て
い
る
。

ウ

【
文
章
Ⅰ
】
で
は
、
学
校
空
間
が
読
書
を
強
制
し
て
も
、
読
書
は
未
来
の
自
分
を
見
つ
け
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
述
べ

て
い
る
。

エ

【
文
章
Ⅱ
】
で
は
、
教
科
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て
苦
痛
を
と
も
な
っ
て
も
、
未
知
を
読
む
訓
練
の
材
料
と
な
る
と
述
べ

て
い
る
。

オ

【
文
章
Ⅰ
】
で
は
、
読
書
は
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
映
し
出
す
鏡
な
の
で
、
見
栄
を
張
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
悪
く
な
い

と
述
べ
て
い
る
。

カ

【
文
章
Ⅱ
】
で
は
、
読
書
は
未
知
の
世
界
を
読
む
こ
と
な
の
で
、
今
ま
で
の
自
分
を
反
省
的
に
振
り
返
る
こ
と
が
必
要

だ
と
述
べ
て
い
る
。
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二

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
。）

東
京
に
住
む
「
僕
」
は
、
息
子
の
夏
休
み
を
利
用
し
、
田
舎
で
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
「
母
」
の
も
と
に
家
族
を
連
れ
て
帰

省
し
た
。
い
っ
し
ょ
に
行
っ
た
の
は
妻
の
「
真
理
」、
小
学
五
年
生
の
「
カ
ズ
キ
」、
五
歳
の
「
ミ
ツ
ル
」
で
あ
る
。「
母
」
は
何

年
か
前
ま
で
は
「
カ
ズ
キ
」
を
と
て
も
か
わ
い
が
っ
て
い
た
が
、
今
で
は
「
ミ
ツ
ル
」
を
ひ
い
き
に
す
る
よ
う
に
な
り
、「
カ
ズ

キ
」
に
は
冷
た
い
態
度
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

ひ
さ
し
ぶ
り
に
会
う
母
は
、
ま
た
少
し
背
丈
が
縮
ん
だ
よ
う
に
見
え
た
。
去
年
の
夏
に
は
ミ
ツ
ル
を
抱
っ
こ
し
て
歩
け
た
が
、

し
わ

さ
す
が
に
今
年
は
座
っ
て
膝
に
抱
く
の
が
や
っ
と
だ
っ
た
。
皺
が
深
く
な
り
、
髪
の
毛
は
ほ
と
ん
ど
真
っ
白
に
な
っ
て
、
食
後
に

の
む
薬
の
量
や
種
類
も
増
え
た
。

そ
れ
で
も
母
は
、
ミ
ツ
ル
が
そ
ば
に
い
れ
ば
ご
機
嫌
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
や
は
り
、
カ
ズ
キ
に
対
し
て
ひ
ど
く
そ
っ
け
な
か
っ
た
。

ミ
ツ
ル
と
母
が
二
人
で
風
呂
に
入
り
、
カ
ズ
キ
も
ト
イ
レ
に
立
つ
と
、
真
理
は
夕
食
の
皿
を
片
づ
け
る
手
を
止
め
て
、
僕
に

言
っ
た
。

「
お
か
あ
さ
ん
も
露
骨
だ
よ
ね
。
ミ
ッ
ち
ゃ
ん
、
ミ
ッ
ち
ゃ
ん
、
ミ
ッ
ち
ゃ
ん
…
…
カ
ズ
く
ん
に
話
し
か
け
た
の
っ
て
、
何
回
あ
っ

た
？
」

僕
は
黙
っ
て
、
ぬ
る
く
な
っ
た
ビ
ー
ル
を
す
す
る
。

「
お
風
呂
だ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
カ
ズ
く
ん
に
聞
こ
え
よ
が
し
に
『
ミ
ッ
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
入
ろ
う
ね
』
な
ん
て
言
わ
な

く
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
」

「
耳
が
ち
ょ
っ
と
遠
く
な
っ
て
る
か
ら
、
し
ょ
う
が
な
い
ん
だ
よ
、
テ
レ
ビ
の
音
だ
っ
て
大
き
い
だ
ろ
」

「
ま
あ
、
お
風
呂
の
こ
と
は
い
い
ん
だ
け
ど
、
①
問
題
は
晩
ご
は
ん
よ
ね
」

真
理
は
カ
ズ
キ
の
食
べ
残
し
た
お
か
ず
を
一
皿
に
ま
と
め
な
が
ら
、
た
め
息
を
つ
く
。

夕
食
の
膳
に
並
ん
だ
の
は
、
鶏
の
唐
揚
げ
と
海
老
フ
ラ
イ
と
ポ
テ
ト
サ
ラ
ダ
と
鮎
の
甘
露
煮
と
枝
豆
と
ナ
ス
の
味
噌
汁
│
│
箸

の
進
ま
な
い
カ
ズ
キ
を
よ
そ
に
、
ミ
ツ
ル
は
「
お
か
わ
り
！
」「
も
っ
と
！
」
を
連
発
し
て
い
た
。

「
ミ
ツ
ル
の
好
き
な
お
か
ず
、
リ
ク
エ
ス
ト
さ
せ
て
た
ん
だ
な
」

な
に
げ
な
く
返
す
と
、「
そ
う
じ
ゃ
な
い
っ
て
」
と
言
わ
れ
た
。

「
鶏
の
唐
揚
げ
と
ポ
テ
ト
サ
ラ
ダ
は
好
き
だ
け
ど
、
あ
と
は
べ
つ
に
大
好
物
っ
て
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
よ
。
甘
露
煮
な
ん
て
ウ
チ
で

食
べ
た
こ
と
な
い
し
、
ナ
ス
の
お
味
噌
汁
だ
っ
て
、
ウ
チ
だ
と
一
口
ぐ
ら
い
し
か
飲
ま
な
い
ん
だ
も
ん
」

「
な
ん
だ
よ
、
あ
い
つ
も
調
子
い
い
奴
だ
な
あ
」

苦
笑
す
る
僕
を
見
て
、
真
理
は
、
な
ん
に
も
わ
か
っ
て
な
い
ん
だ
か
ら
、
と
い
う
顔
に
な
っ
た
。

「
今
夜
の
お
か
ず
、
ぜ
ん
ぶ
カ
ズ
く
ん
の
嫌
い
な
も
の
な
の
」

「
そ
う
だ
っ
け
？
」

「
…
…
息
子
の
好
き
嫌
い
ぐ
ら
い
知
っ
と
い
て
よ
」

「
鶏
肉
だ
ろ
？

皮
の
ブ
ツ
ブ
ツ
が
気
持
ち
悪
い
っ
て
」

「
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
よ
」

海
老
も
、
一
、
二
年
前
に
尻
尾
で
口
の
中
を
切
っ
て
以
来
、
嫌
い
に
な
っ
た
。
ポ
テ
ト
サ
ラ
ダ
と
枝
豆
は
舌
触
り
が
も
そ
も
そ

し
て
い
る
の
が
だ
め
。
頭
の
つ
い
た
魚
は
目
と
口
が
怖
い
か
ら
箸
を
つ
け
な
い
し
、
ナ
ス
も
よ
ほ
ど
や
わ
ら
か
く
煮
込
ま
な
い
と

「
紫
色
っ
ぽ
い
味
が
す
る
」
と
敬
遠
す
る
。

な
に
も
知
ら
な
か
っ
た
。
残
業
つ
づ
き
の
平
日
は
子
ど
も
と
夕
食
を
食
べ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
し
、
家
族
で
囲
む
休
日
の

― ６ ―



し
つ
け

食
卓
に
は
│
│
躾
と
し
て
間
違
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
真
理
も
わ
ざ
わ
ざ
カ
ズ
キ
の
嫌
い
な
も
の
は
出
さ
な
い
。

「
だ
か
ら
ね
」
真
理
は
声
を
ひ
そ
め
て
、
早
口
に
言
っ
た
。「
お
か
あ
さ
ん
、
わ
ざ
と
カ
ズ
く
ん
の
嫌
い
な
も
の
を
選
ん
だ
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
あ
、
っ
て
」

「
い
く
ら
な
ん
で
も
、
そ
れ
は
な
い
だ
ろ
」

「
わ
た
し
も
そ
う
思
う
ん
だ
け
ど
…
…
で
も
、
カ
ズ
く
ん
の
好
き
嫌
い
、
お
か
あ
さ
ん
な
ら
知
っ
て
い
る
は
ず
な
の
。
昔
は
、
そ

う
い
う
と
こ
ろ
も
ち
ゃ
ん
と
気
を
つ
か
っ
て
、
ぜ
っ
た
い
に
カ
ズ
く
ん
の
嫌
い
な
も
の
は
出
さ
な
か
っ
た
ん
だ
か
ら
」

「
偶
然
だ
よ
。
忘
れ
て
た
ん
だ
よ
、
た
ま
た
ま
。
鶏
の
唐
揚
げ
や
ポ
テ
ト
サ
ラ
ダ
な
ん
て
、
ふ
つ
う
は
子
ど
も
だ
っ
た
ら
誰
で
も

好
き
な
ん
だ
し
、
鮎
だ
っ
て
、
こ
の
時
季
の
落
ち
鮎
は
美
味
い
ん
だ
よ
、
美
味
い
か
ら
出
し
た
ん
だ
、
そ
う
い
う
の
が
一
品
あ
る

ほ
う
が
田
舎
ら
し
く
て
い
い
し
、
枝
豆
や
ナ
ス
だ
っ
て
、
せ
っ
か
く
畑
で
つ
く
っ
た
ん
だ
か
ら
」

一
息
に
言
っ
た
。
理
屈
は
通
っ
て
い
る
。
②
な
の
に
言
葉
の
途
中
で
、
目
が
虚
空
を
泳
い
で
し
ま
う
。

「
偶
然
だ
と
い
い
ん
だ
け
ど
ね
」

真
理
は
ま
た
た
め
息
を
つ
い
て
、「
で
も
、
な
ん
か
怖
い
な
あ
」
と
付
け
加
え
た
。

ビ
ー
ル
を
ウ
イ
ス
キ
ー
に
変
え
て
、
水
割
り
を
ち
び
ち
び
飲
ん
で
い
た
ら
、
真
っ
赤
に
ゆ
だ
っ
た
ミ
ツ
ル
が
素
っ
裸
で
居
間
に

駆
け
込
ん
で
き
た
。

「
死
ぬ
ほ
ど
暑
ー
い
っ
。
パ
パ
、
ス
イ
カ
ス
イ
カ
ス
イ
カ
！
も
う
冷
え
て
る
で
し
ょ
、
切
っ
て
切
っ
て
！
」

「
も
う
ち
ょ
っ
と
待
て
よ
、
お
兄
ち
ゃ
ん
が
お
風
呂
ま
だ
な
ん
だ
か
ら
」

「
お
兄
ち
ゃ
ん
の
ぶ
ん
は
取
っ
と
け
ば
い
い
じ
ゃ
ん
、
ス
イ
カ
ス
イ
カ
ス
イ
カ
ー
ッ
！
」

「
わ
が
ま
ま
言
う
な
っ
て
」

苦
笑
し
て
取
り
合
わ
ず
に
い
た
が
、
遅
れ
て
部
屋
に
入
っ
て
き
た
母
は
、
風
呂
の
中
で
約
束
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
さ
も
当

然
の
よ
う
に
「
ス
イ
カ
、
早
う
ミ
ッ
ち
ゃ
ん
に
切
っ
ち
ゃ
れ
え
」
と
言
っ
た
。

「
カ
ズ
キ
が
風
呂
か
ら
あ
が
っ
た
ら
切
る
よ
」

「
そ
げ
な
こ
と
言
う
た
ら
遅
う
な
っ
て
し
ま
う
が
」

「
五
、
六
分
で
出
て
く
る
っ
て
」

「
ス
イ
カ
、
も
う
冷
え
と
る
ん
じ
ゃ
ろ
？

カ
ズ
ち
ゃ
ん
の
ぶ
ん
は
残
し
と
け
ば
え
え
ん
じ
ゃ
け
ん
、
早
う
ミ
ッ
ち
ゃ
ん
に
出
し

ち
ゃ
れ
え
」

援
軍
を
得
た
ミ
ツ
ル
も
「
だ
よ
ね
？

そ
ー
だ
よ
ね
？
」
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
ま
と
わ
り
つ
く
。

「

１

」

「

２

」

「

３

」

「

４

」

「

５

」

「

６

」

「
じ
ゃ
あ
、
そ
の
間
に
ス
イ
カ
持
っ
て
き
て
よ
。
ね
？

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」

母
は
「
そ
う
じ
ゃ
な
あ
」
と
う
な
ず
い
た
。「
そ
し
た
ら
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
切
っ
ち
ゃ
る
け
ん
」

「
勝
手
な
こ
と
す
る
な
よ
」
思
わ
ず
Ａ�

�
�
�
�

気
色
ば
ん
で
母
を
に
ら
み
つ
け
た
。「
さ
っ
き
か
ら
言
っ
て
る
だ
ろ
、
カ
ズ
キ
が
風
呂
か

ら
あ
が
っ
た
ら
み
ん
な
で
食
べ
よ
う
っ
て
約
束
し
た
ん
だ
か
ら
」

母
は
一
瞬
ひ
る
ん
だ
が
、
こ
こ
に
味
方
が
い
る
ん
だ
か
ら
、
と
い
う
ふ
う
に
ミ
ツ
ル
の
肩
に
手
を
か
け
て
「
食
べ
と
る
う
ち
に

カ
ズ
ち
ゃ
ん
も
来
る
じ
ゃ
ろ
」
と
言
っ
た
。
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「
…
…
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
、
カ
ズ
キ
も
楽
し
み
に
し
て
る
ん
だ
し
、
③
ス
イ
カ
を
切
る
と
こ
ろ
か
ら
い
っ
し
ょ
じ
ゃ
な
い
と

だ
め
な
ん
だ
」

真
理
も
台
所
か
ら
居
間
に
顔
を
出
し
て
「
ミ
ッ
ち
ゃ
ん
、
わ
が
ま
ま
言
わ
な
い
っ
て
約
束
し
た
で
し
ょ
」
と
声
を
か
け
た
。

は

さ
す
が
に
ミ
ツ
ル
も
あ
き
ら
め
顔
に
な
っ
て
パ
ン
ツ
を
穿
き
は
じ
め
た
が
、
母
は
猫
な
で
声
を
つ
く
っ
て
「
ス
イ
カ
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
が
持
っ
て
き
て
あ
げ
る
け
ん
ね
」
と
言
う
。

「
だ
か
ら
、
④
そ
う
い
う
の
や
め
て
く
れ
っ
て
…
…
」

「
え
え
が
、
ミ
ッ
ち
ゃ
ん
が
欲
し
い
言
う
と
る
ん
じ
ゃ
け
ん
」

「
カ
ズ
が
風
呂
か
ら
あ
が
っ
て
か
ら
、
っ
て
約
束
な
ん
だ
か
ら
」

母
は
か
ま
わ
ず
台
所
に
向
か
う
。
戸
口
に
立
つ
真
理
も
、
困
惑
し
て
脇
に
ど
く
し
か
な
か
っ
た
。

「
う
ち
が
つ
く
っ
た
ス
イ
カ
な
ん
じ
ゃ
け
ん
」

振
り
向
か
ず
に
言
っ
て
、
勝
手
口
か
ら
外
に
出
る
。

「
お
か
あ
さ
ん
、
暗
い
し
、
足
元
が
危
な
い
か
ら
…
…
」

あ
お

あ
わ
て
て
追
い
か
け
る
真
理
を
、
僕
は
「
も
う
い
い
、
ほ
っ
と
け
」
と
制
し
て
、
グ
ラ
ス
に
残
っ
た
ウ
イ
ス
キ
ー
を
呷
っ
た
。

⑤
パ
ジ
ャ
マ
の
ボ
タ
ン
を
は
め
て
い
た
ミ
ツ
ル
と
目
が
合
う
と
、
カ
ッ
と
し
て
「
わ
が
ま
ま
な
こ
と
ば
っ
か
り
言
う
な
よ
、
お
ま

え
も
」
と
吐
き
捨
て
た
。
ミ
ツ
ル
を
「
お
ま
え
」
呼
ば
わ
り
し
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

ミ
ツ
ル
は
泣
き
だ
し
そ
う
な
顔
に
な
っ
て
真
理
の
も
と
に
駆
け
て
い
き
、
脚
に
抱
き
つ
い
た
。

「
子
ど
も
に
八
つ
当
た
り
す
る
の
、
や
め
て
よ
」

真
理
の
声
も
と
が
る
。

舌
打
ち
し
て
そ
っ
ぽ
を
向
き
、
煙
草
を
く
わ
え
た
ら
、
勝
手
口
の
外
で
金
物
が
ひ
っ
く
り
か
え
る
音
が
聞
こ
え
た
。

驚
い
て
腰
を
浮
か
せ
た
ら
、
母
が
ド
ア
を
開
け
て
、
Ｂ�

�
�
�
�

憮
然
と
し
た
様
子
で「
じ
ょ
う
ろ
、
誰
が
あ
げ
な
と
こ
ろ
に
置
い
た
ん
」

と
言
っ
た
。「
け
つ
ま
ず
い
て
、
ス
イ
カ
、
落
と
し
て
割
っ
て
し
も
う
た
が
な
」

い
つ
も
は
流
し
台
の
横
の
棚
に
置
い
て
あ
る
じ
ょ
う
ろ
が
、
足
元
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
僕
と
真
理
は
顔
を
見
合
わ
せ
、
ど

ち
ら
か
ら
と
も
な
く
目
を
そ
ら
し
た
。

「
お
か
あ
さ
ん
、
す
み
ま
せ
ん
、
わ
た
し
が
…
…
」

真
理
の
言
葉
を
さ
え
ぎ
っ
て
、
⑥
ミ
ツ
ル
が
屈
託
の
な
い
│
│
な
さ
す
ぎ
る
声
で
言
っ
た
。

「
お
兄
ち
ゃ
ん
だ
よ
ね
？

晩
ご
は
ん
の
前
に
じ
ょ
う
ろ
使
っ
て
た
の
っ
て
」

（
重
松
清
『
海
ま
で
』）

問
１

波
線
部
Ａ
「
気
色
ば
ん
で
」、
Ｂ
「
憮
然
と
し
た
」
の
本
文
中
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
。

Ａ

気
色
ば
ん
で

ア

強
い
い
き
ど
お
り
を
言
葉
に
込
め
て

イ

不
快
感
を
伝
え
よ
う
と
力
を
入
れ
て

ウ

怒
り
の
気
持
ち
を
表
情
に
浮
か
べ
て

エ

腹
立
ち
ま
ぎ
れ
に
大
声
を
出
し
て

オ

し
だ
い
に
顔
の
色
を
変
え
て

Ｂ

憮
然
と
し
た

ア

ふ
て
く
さ
れ
た

イ

い
き
ど
お
っ
た

ウ

う
ん
ざ
り
し
た

エ

ひ
ら
き
な
お
っ
た

オ

ぼ
ん
や
り
し
た

― ８ ―



問
２

本
文
中
の
「

１

」〜「

６

」
に
は
次
の
会
話
が
入
る
。
こ
れ
を
正
し
い
順
番
に
並
べ
直
し
た
も
の
と
し
て
適
当
な

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

Ａ

食
べ
と
る
途
中
で
カ
ズ
ち
ゃ
ん
も
風
呂
か
ら
あ
が
る
じ
ゃ
ろ

Ｂ

ス
イ
カ
ス
イ
カ
ス
イ
カ
ー
ッ
！

パ
パ
、
早
く
し
て
よ
お

Ｃ

ミ
ッ
ち
ゃ
ん
、
う
る
さ
い
っ
て
。
そ
ん
な
こ
と
よ
り
早
く
服
着
ち
ゃ
え
よ
、
風
邪
ひ
い
ち
ゃ
う
ぞ

Ｄ

あ
、
パ
パ
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
い
じ
め
た
ー
っ
！

Ｅ

だ
め
だ
。
約
束
し
た
だ
ろ
、
ス
イ
カ
は
お
兄
ち
ゃ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
食
べ
る
ん
だ

Ｆ

ち
ょ
っ
と
黙
っ
て
て
く
れ
よ

ア

Ａ
↓
Ｆ
↓
Ｂ
↓
Ｅ
↓
Ｄ
↓
Ｃ

イ

Ａ
↓
Ｆ
↓
Ｄ
↓
Ｃ
↓
Ｂ
↓
Ｅ

ウ

Ａ
↓
Ｅ
↓
Ｂ
↓
Ｃ
↓
Ｄ
↓
Ｆ

エ

Ｂ
↓
Ｃ
↓
Ａ
↓
Ｅ
↓
Ｄ
↓
Ｆ

オ

Ｂ
↓
Ｅ
↓
Ａ
↓
Ｆ
↓
Ｄ
↓
Ｃ

問
３

傍
線
部
①
「
問
題
は
晩
ご
は
ん
よ
ね
」
の
「
問
題
」
と
は
何
か
。
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
を
本
文
中
か
ら
二
十
五
字

以
内
で
抜
き
出
せ
。

問
４

傍
線
部
②
「
な
の
に
言
葉
の
途
中
で
、
目
が
虚
空
を
泳
い
で
し
ま
う
」
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

「
カ
ズ
キ
」
の
嫌
い
な
食
べ
物
ば
か
り
を
「
母
」
が
作
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
偶
然
だ
と
し
て
も
、
以
前
な
ら
あ
り
得
な

か
っ
た
「
母
」
の
ミ
ス
に
あ
ら
た
め
て
「
母
」
の
老
い
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
か
ら
。

イ

自
分
が
「
カ
ズ
キ
」
の
嫌
い
な
食
べ
物
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
自
分
が
い
か
に
子
供
に
無
関
心

で
あ
っ
た
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
る
か
ら
。

ウ

一
応
理
由
の
通
っ
た
説
明
は
し
て
み
た
も
の
の
、
本
当
は
「
真
理
」
の
言
う
と
お
り
で
、「
母
」
が
わ
ざ
と
「
カ
ズ
キ
」

の
嫌
い
な
食
べ
物
ば
か
り
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
か
ら
。

エ

「
カ
ズ
キ
」
の
嫌
い
な
食
べ
物
ば
か
り
が
食
卓
に
並
ん
だ
の
は
単
な
る
偶
然
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
そ
れ
を
「
母
」
に
悪

意
が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
よ
う
と
す
る
「
真
理
」
に
驚
き
を
感
じ
て
い
る
か
ら
。

オ

「
母
」
の
行
為
を
正
当
化
し
た
こ
と
で
、「
母
」
と
一
緒
に
な
っ
て
「
カ
ズ
キ
」
に
嫌
が
ら
せ
を
し
て
い
る
と
、「
真
理
」

に
疑
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
に
な
り
焦
っ
て
い
る
か
ら
。

問
５

傍
線
部
③
「
ス
イ
カ
を
切
る
と
こ
ろ
か
ら
い
っ
し
ょ
じ
ゃ
な
い
と
だ
め
な
ん
だ
」
と
あ
る
が
、「
僕
」
が
こ
の
よ
う
に
言

う
の
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

「
カ
ズ
キ
」
が
風
呂
か
ら
あ
が
っ
た
ら
み
ん
な
で
食
べ
る
と
約
束
し
た
以
上
、
切
る
と
き
か
ら
い
っ
し
ょ
で
な
け
れ
ば

「
カ
ズ
キ
」
は
自
分
が
の
け
者
に
さ
れ
た
と
思
う
に
違
い
な
い
か
ら
。

イ

ス
イ
カ
を
食
べ
る
楽
し
み
は
切
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
も
の
な
の
で
、
た
だ
食
べ
ら
れ
れ
ば
よ
い
と
す
る
「
母
」
の
考

え
方
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
だ
か
ら
。

ウ

「
母
」
と
「
ミ
ツ
ル
」
の
勝
手
な
約
束
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
大
切
な
こ
と
で
も
自
分
ぬ
き
で
決
め
て
よ
い
と
「
ミ
ツ

ル
」
が
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
父
親
と
し
て
の
立
場
が
弱
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

― ９ ―



エ

ス
イ
カ
を
切
る
と
こ
ろ
か
ら「
カ
ズ
キ
」も
い
っ
し
ょ
で
な
い
と
、
思
い
ど
お
り
に
切
れ
な
か
っ
た
り
好
き
な
所
を
取
っ

た
り
で
き
ず
に
、「
カ
ズ
キ
」
が
ひ
が
ん
で
し
ま
う
と
心
配
し
た
か
ら
。

オ

「
カ
ズ
キ
」
不
在
で
ス
イ
カ
を
切
る
と
い
う
こ
と
は
、「
ミ
ツ
ル
」
の
わ
が
ま
ま
を
受
け
入
れ
る
と
同
時
に
、「
母
」
の

悪
だ
く
み
を
許
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
か
ら
。

問
６

傍
線
部
④
「
そ
う
い
う
の
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
。
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

そ
も
そ
も
ス
イ
カ
の
用
意
を
す
る
の
は
母
親
で
あ
る
「
真
理
」
の
役
割
な
の
に
、
よ
け
い
な
お
せ
っ
か
い
を
し
て
ス
イ

カ
を
取
り
に
行
こ
う
と
す
る
こ
と
。

イ

「
僕
」
と
「
真
理
」
に
言
わ
れ
て
よ
う
や
く
「
ミ
ツ
ル
」
が
ス
イ
カ
の
こ
と
を
あ
き
ら
め
か
け
て
い
る
の
に
、
話
を
む

し
か
え
し
て
「
ミ
ツ
ル
」
の
言
う
と
お
り
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

ウ

父
親
で
あ
る
「
僕
」
で
さ
え
も
「
母
」
に
言
う
こ
と
を
き
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
印
象
を
「
ミ
ツ
ル
」
に
与

え
か
ね
な
い
よ
う
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
。

エ

「
ミ
ツ
ル
」
に
冷
淡
な
「
僕
」
や
「
真
理
」
と
は
ち
が
い
、
自
分
だ
け
は
「
ミ
ツ
ル
」
の
味
方
だ
と
い
う
こ
と
を
印
象

づ
け
る
た
め
に
甘
い
言
葉
を
か
け
る
こ
と
。

オ

「
僕
」
や
「
真
理
」
が
予
想
し
て
い
た
と
お
り
に
、「
母
」
が
以
前
は
か
わ
い
が
っ
て
い
た
「
カ
ズ
キ
」
に
だ
け
は
ス

イ
カ
を
食
べ
さ
せ
ま
い
と
す
る
こ
と
。

問
７

傍
線
部
⑤
「
パ
ジ
ャ
マ
の
ボ
タ
ン
を
〜
吐
き
捨
て
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
僕
」
の
心
情
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

家
族
の
意
見
が
か
み
合
わ
な
く
な
り
、
み
ん
な
を
不
快
に
さ
せ
た
原
因
の
す
べ
て
が
「
ミ
ツ
ル
」
に
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
、
怒
り
を
抑
え
ら
れ
ず
に
い
る
。

イ

子
供
で
あ
る
こ
と
に
甘
え
、
こ
の
場
の
雰
囲
気
を
読
む
こ
と
も
せ
ず
わ
が
ま
ま
な
こ
と
を
言
い
つ
の
っ
た
「
ミ
ツ
ル
」

の
自
己
中
心
的
な
言
動
に
対
し
て
、
い
ま
い
ま
し
く
感
じ
て
い
る
。

ウ

父
親
と
し
て
家
族
に
は
い
や
な
思
い
を
さ
せ
ま
い
と
思
っ
て
き
た
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
自
分
が
い
や
に
な
り

何
も
か
も
投
げ
出
し
た
い
気
分
に
な
っ
て
い
る
。

エ

「
母
」
と
言
い
争
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
も
そ
も
の
原
因
が
、
パ
ジ
ャ
マ
ひ
と
つ
着
る
の
に
も
手
間
取
る
「
ミ
ツ
ル
」

の
幼
さ
に
あ
る
と
思
わ
れ
、
腹
が
立
っ
て
い
る
。

オ

「
母
」
と
言
い
争
い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
「
ミ
ツ
ル
」
の
せ
い
だ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

誰
か
の
せ
い
に
し
な
い
と
気
持
ち
を
し
ず
め
ら
れ
な
い
で
い
る
。

問
８

傍
線
部
⑥
「
ミ
ツ
ル
が
屈
託
の
な
い
│
│
な
さ
す
ぎ
る
声
で
言
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
僕
」
が
こ
の
よ
う
に
感
じ

た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
心
配
し
た
か
ら
か
。
解
答
欄
の
形
式
に
合
う
よ
う
に
五
十
字
以
内
で
答
え
よ
。
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三

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

問
１

次
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
よ
。
た
だ
し
、
同
じ
漢
字
を
書
い
て
は
い
け
な
い
。

①

ア

建
設
会
社
に
ツ
ト
め
る
。

イ

学
級
委
員
長
を
ツ
ト
め
る
。

②

ア

税
金
を
オ
サ
め
る
。

イ

国
を
オ
サ
め
る
。

問
２

次
の
傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
を
平
仮
名
で
答
え
よ
。

①

ル
ー
ル
は
全
員
が
周
知
し
て
お
く
べ
き
だ
。

②

中
学
生
は
分
別
あ
る
行
動
が
必
要
だ
。

問
３

次
の
「

」
の
う
ち
、�

�
�
�
�

本
来
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
は
ど
ち
ら
か
。
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
よ
。

①

ア

「
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」
と
い
う
か
ら
、
彼
の
仕
事
を
手
伝
わ
な
か
っ
た
。

イ

「
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
、
彼
の
仕
事
を
手
伝
っ
た
。

②

ア

「
枯
れ
木
も
山
の
に
ぎ
わ
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
私
を
参
加
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

イ

「
枯
れ
木
も
山
の
に
ぎ
わ
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

③

ア

彼
女
は
親
友
で
、「
気
の
置
け
な
い
」
間
柄
だ
。

イ

彼
女
は
う
そ
つ
き
で
、「
気
の
置
け
な
い
」
人
だ
。

問
４

次
の
①
〜
③
の

に
入
れ
る
の
に
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
。

①

一
夕

ア

一
丁

イ

一
朝

ウ

一
長

エ

一
兆

オ

一
町

②

同
音

ア

異
口

イ

意
句

ウ

意
口

エ

異
句

オ

違
句

③

以
心

ア

伝
信

イ

電
心

ウ

伝
心

エ

電
信

オ

伝
真

― １１ ―



問
５

次
の
①
〜
③
の

に
入
れ
る
の
に
正
し
い
の
は
ど
ち
ら
か
。
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
よ
。

①

今
、
な
ん
と

の
で
す
か
。

ア

お
っ
し
ゃ
っ
た

イ

申
し
上
げ
た

②

お
客
様
が
お
こ
し
に
な
る
の
は

お
り
ま
す
。

ア

ご
存
じ
で

イ

存
じ
て

③

先
生
は
、
も
う
お
読
み
に

ま
し
た
か
。

ア

な
ら
れ

イ

な
り

問
６

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
。）

「
先
生
が
授
業
を
し
て
い
る
間
に
、
私
は
昼
寝
を
し
て
い
た
」

私
た
ち
は
こ
の
例
文
が
お
か
し
い
こ
と
に
、
す
ぐ
気
づ
く
。
そ
し
て
、「
間
に
」
の
「
に
」
を
と
っ
て
し
ま
え
ば
正
し
い

表
現
に
な
る
こ
と
も
、
き
っ
と
わ
か
る
だ
ろ
う
。
日
本
人
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
意
識
せ
ず
に
使
い
分
け
て
い
る
が
、
留
学
生

な
み
た
い
て
い

に
と
っ
て
は
、
こ
の
使
い
分
け
を
覚
え
る
の
は
並
大
抵
で
は
な
い
よ
う
だ
。

留
学
生
に
、
こ
ん
な
問
題
を
出
し
た
。

＊
問
題
「
①
次
の
文
章
に
は
『
間
』『
間
に
』
の
ど
ち
ら
が
入
り
ま
す
か
。
正
し
い
方
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
」

１

ト
ム
が
昼
寝
し
て
い
る
（
間
・
間
に
）
私
は
静
か
に
し
て
い
た
。

２

妻
が
せ
っ
せ
と
掃
除
し
て
い
る
（
間
・
間
に
）
夫
は
ウ
イ
ス
キ
ー
を
チ
ビ
リ
チ
ビ
リ
と
飲
ん
で
い
た
。

３

首
相
が
外
遊
し
て
い
る
（
間
・
間
に
）
国
内
で
は
大
事
件
が
起
き
て
い
た
。

４

外
出
し
て
い
る
（
間
・
間
に
）
荷
物
が
届
い
て
い
た
。

５

友
達
が
試
験
勉
強
を
し
て
い
る
（
間
・
間
に
）、
僕
は
フ
ァ
ミ
コ
ン
を
し
て
い
た
。

文
章
の
最
後
は
全
部
、「
動
詞
＋
て
＋
補
助
動
詞
（
い
た
）」
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
文

末
に
は
「
間
・
間
に
」
の
ど
ち
ら
が
こ
よ
う
と
関
わ
り
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
前
に
く
る
文
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

留
学
生
と
答
え
合
わ
せ
を
し
て
み
る
と
、
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
、「
間
・
間
に
」
が
目
茶
苦
茶
に

入
っ
て
い
る
学
生
が
大
部
分
だ
。

（
中

略
）

「
先
生
、
わ
か
ら
な
ー
い
。
説
明
し
て
く
だ
さ
ー
い
」

「
た
と
え
ば
、『
木
村
先
生
が
授
業
し
て
い
る
間
』
と
い
う
文
が
あ
る
時
、
後
に
は
ど
ん
な
文
章
が
続
く
で
し
ょ
う
。
一
緒

に
考
え
て
ね
。『
私
は
ず
っ
と
居
眠
り
を
し
て
い
た
』『
私
は
メ
モ
を
取
り
つ
づ
け
た
』『
私
は
立
ち
っ
ぱ
な
し
で
聞
い
た
』『
隣

の
人
は
ひ
っ
き
り
な
し
に
私
に
話
し
か
け
て
き
た
』
な
ど
が
続
き
ま
す
。
で
も
『
私
は
教
室
を
抜
け
出
し
、
お
茶
を
飲
み
に

行
っ
た
』『
大
き
な
地
震
が
あ
っ
た
』
な
ど
は
続
か
な
い
。
後
の
文
に
は
『
間
』
よ
り
も
『
間
に
』
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と

思
う
の
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
ね
」

こ
こ
で
留
学
生
の
顔
を
見
る
と
、
み
ん
な
「
困
っ
た
」
と
い
う
風
に
私
を
見
つ
め
る
。
実
は
私
自
身
、
留
学
生
に
日
本
語

を
教
え
て
み
る
ま
で
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
留
学
生
を
困
ら
せ
る
の
は
や
め
て
説
明
に
入
ろ
う
。

「『
間
』
の
後
に
続
く
文
を
見
る
と
『
ず
っ
と
〜
・
〜
続
け
た
・
〜
ぱ
な
し
だ
っ
た
・
ひ
っ
き
り
な
し
に
〜
』
と
い
っ
た
、

動
作
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
こ
と
ば
が
続
く
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て『
間
に
』は『
お
茶
を
飲
み
に
行
っ
た
・
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地
震
が
あ
っ
た
』
の
よ
う
に
一
回
限
り
の
動
作
が
来
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
。『
間
』
が
『
授
業
の
間
、
ず
っ
と
続
け
て
〜

だ
』
の
よ
う
に
、
動
作
が

Ａ

と
し
て
表
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、『
間
に
』
は
『
授
業
の
間
の
あ
る
時
点
で
お
茶
を
飲

み
に
行
っ
た
（
地
震
が
起
き
た
）』
の
よ
う
に
②
点
と
し
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
」

留
学
生
た
ち
は
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
顔
を
し
て
説
明
を
聞
い
て
い
る
。

木
村
先
生
が
③
講
義
し
て
い
る
間

↓

ず
っ
と
寝
て
い
た
。

↓

友
達
と
し
ゃ
べ
り
続
け
た
。

↓

し
ゃ
べ
り
っ
ぱ
な
し
だ
っ
た
。

↓

ひ
っ
き
り
な
し
に
質
問
し
た
。

黒
板
に
こ
ん
な
例
文
を
書
く
と
、

「
あ
っ
、
そ
れ
○
○
の
授
業
の
こ
と
で
す
」

と
中
国
の
留
学
生
が
言
い
、
み
ん
な
ど
っ
と
笑
う
。
本
当
に
こ
ん
な
授
業
を
さ
れ
て
い
る
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
問
題
だ
が
。

「
間
に
」
は
、「
講
義
を
聞
く
」
と
い
う
状
況
の
中
で
、
全
く
無
関
係
な
動
作
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
無
関
係
な
事
柄
が
起

き
た
り
す
る
時
に
使
う
。

木
村
先
生
が
講
義
を
し
て
い
る
間
に

↓

お
茶
を
飲
み
に
い
っ
た
。

↓

地
震
が
起
き
た
。

↓

彼
は
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
あ
っ
、
こ
の
説
明
な
ら
よ
く
わ
か
り
ま
す
。『
佐
々
木
先
生
が
授
業
を
し
て
い
る
間
、
僕
は
質
問
し
つ
づ
け
た
』、
こ
れ
は

『
続
け
た
』
だ
か
ら
『
間
』
が
入
る
ん
で
し
ょ
う
」

と
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
タ
ニ
ア
さ
ん
。
④
彼
女
の
言
葉
が
救
い
の
神
の
よ
う
に
思
え
る
。
他
の
留
学
生
も
わ
か
っ
て
く

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
わ
か
ら
な
く
て
も
い
い
。
そ
の
う
ち
き
っ
と
、
今
日
の
私
の
説
明
を
思
い
出
し
て
「
あ
っ
、
こ
の
こ

と
だ
っ
た
の
か
」
と
わ
か
っ
て
く
れ
れ
ば
。

こ
の
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
一
見
何
で
も
な
さ
そ
う
な
区
別
が
、
留
学
生
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
視
点
か
ら
は
大
切
に

な
っ
て
く
る
。
概
し
て
「
間
」
の
後
に
は
「
飲
む
」「
歌
う
」「
話
す
」「
書
く
」「
雨
が
降
る
」「
寝
る
」「

Ｂ

」
と
い
っ

た
動
作
の
継
続
を
表
す
「
継
続
動
詞
」
が
、
ま
た
「
間
に
」
の
後
に
は
「
届
く
」「
終
わ
る
」「
止
ま
る
」「
落
ち
る
」「
閉
ま

る
」「
始
ま
る
」「

Ｃ

」
の
よ
う
に
、
あ
る
瞬
間
に
行
為
が
成
立
し
、
そ
の
状
態
が
継
続
し
て
い
る
「
瞬
間
動
詞
」
が

来
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
「
継
続
動
詞
」「
瞬
間
動
詞
」
と
い
う
言
葉
も
、
国
語
文
法
に
は
出
て
こ
な
い
言
葉
だ
。
し
か
し

こ
の
区
別
が
あ
っ
て
こ
そ
「
間
」「
間
に
」
の
説
明
が
可
能
と
な
る
。

今
日
の
授
業
で
は
、
背
中
に
汗
を
び
っ
し
ょ
り
か
い
て
し
ま
っ
た
。
早
く
家
に
帰
っ
て
、
娘
が
食
事
の
仕
度
を
し
て
い
る

間
に
、
シ
ャ
ワ
ー
で
も
浴
び
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
佐
々
木
瑞
枝
『
日
本
語
っ
て
ど
ん
な
言
葉
？
』）
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⑴

傍
線
部
①
「
次
の
文
章
に
は
『
間
』『
間
に
』
の
ど
ち
ら
が
入
り
ま
す
か
。
正
し
い
方
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
あ
る
が
、

本
文
中
の
１
〜
５
の
中
か
ら
「
間
」
が
入
る
文
を�

�
�

す
べ
て
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

⑵

傍
線
部
②
「
点
」
に
対
す
る
語
が

Ａ

に
入
る
。
そ
の
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
漢
字
一
字
で
答
え
よ
。

⑶

傍
線
部
③
「
講
義
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
意
味
と
同
じ
意
味
を
表
す
「
義
」
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の

中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

定
義

イ

道
義

ウ

義
足

エ

義
憤

オ

正
義

⑷

傍
線
部
④
「
彼
女
の
言
葉
が
救
い
の
神
の
よ
う
に
思
え
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
心
情
に
近
い
意
味
を
持
つ
こ
と
わ
ざ
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

鬼
に
金
棒

イ

渡
り
に
船

ウ

地
獄
で
仏

エ

濡
れ
手
で
粟

オ

ひ
ょ
う
た
ん
か
ら
駒

⑸

「

Ｂ

」、「

Ｃ

」
に
入
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
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

Ｂ

買
う

Ｃ

約
束
す
る

イ

Ｂ

走
る

Ｃ

結
婚
す
る

ウ

Ｂ

遊
ぶ

Ｃ

勉
強
す
る

エ

Ｂ

歩
く

Ｃ

我
慢
す
る

オ

Ｂ

帰
る

Ｃ

運
動
す
る
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中
学
校

国

語

（
六
十
分
）

受 験 番 号

氏 名

一二三

問
１

問
２

問
３

問
４

問
５

場
合
。

問
６

問
７

問
８

問
９
ア

イ

ウ

エ

オ

カ

問
１
Ａ

Ｂ

問
２

問
３

問
４

問
５

問
６

問
７

問
８

こ
と
。

問
１
①
ア

め
る
イ

め
る
②
ア

め
る
イ

め
る

問
２
①

②

問
３
①

②

③

問
４
①

②

③

問
５
①

②

③

問
６
⑴⑵

⑶

⑷

⑸



令和７年度（２０２５年度）

中学校入学試験問題

算 数
（６０分）

中

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８ページまでです。
３ 解答を始める前に，まず，解答用紙に受験番号と氏名を記入しなさい。

けた

受験番号は５桁です。算用数字で横書きにしなさい。
らん

４ 答えは，すべて解答用紙に記入しなさい。解答欄以外に書かれたものは採点の対象と
なりません。

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 比で答えるときは，最も簡単な整数の比にしなさい。
８ 分数で答えるときは，約分して最も簡単な形にしなさい。
９ 円周率を用いるときは，3.14として計算しなさい。
10 角すいや円すいの体積は，「底面積×高さ÷ 3」で計算しなさい。



１ 下の に当てはまる数や番号を答えよ。

⑴ 0.7 × 1 37 － 1.4 × 3.75 －
5
7 ÷

17
3 ＝

⑵ 1.1 － × 0.6 ÷ 0.24 ＝ 0.75

⑶ 1から 5までの 5つの数字のうち，ちょうど 2種類の数字を使ってできる 3桁の整数は
個ある。

⑷ 21
8 と

35
12 のどちらで割っても整数となる分数のうち最小の数は である。

⑸ 長さ 130 m，秒速 14 mの列車が mのトンネルを通過するのに 30秒かかる。

― １ ―



ア

A

B

F

C D

E

⑹ 右の図の正五角形 ABCDEにおいて，線分 ACと BDの交点を Fとする。
このとき角アの大きさは 度である。

12cm

10cm

9cm

⑺ 右の図は，四角柱の展開図とする。
組み立てたときの体積は cmである。

⑻ 5人の身長のうち，ある 3人の平均身長は 159 cmで，残り 2人の平均身長は 5人の平均身
長より 3 cm高い。5人の平均身長は cmである。

― ２ ―



⑼ 下の図のように生徒たちがWの形に並ぶ。2 m間かくで には必ず人が立つものとして生
徒が並ぶとすると，生徒は 人必要である。

24m

16m

24m

16m

10cm

ア cm
⑽ 右の図のように長さの違う 2つの正方形が 1点で接しているとき，
色のついた部分の面積が 48 cmとなった。
ア にあてはまる数は cmである。

⑾ ある時刻に始まる会議に Aは Bより 9分遅れて着き，Cより 10分早く着いた。Dは Cよ
り 16分早く着いたので，会議の始まる 10分前に着くことができた。次の①～⑤のうち，正し
いものをすべて選び，番号で答えると である。

① Aは Dよりも早く着いた
② Aは会議の 5分前に着いた
③ Cは会議に 6分遅刻した
④ Dは Bよりも 3分遅れて着いた
⑤ Aは会議に遅刻した

― ３ ―



けた

⑿ 「それぞれの桁の数を並びかえてできる最大の数から最小の数を引く」という計算をカプレ
カ操作という。3桁の整数に対してカプレカ操作をくり返すと，0または 495となる。
この 495を 3桁のカプレカ数という。また，カプレカ操作を繰り返す中で 0が含まれた場合，

上の位に 0を配置して計算をおこなうものとする。
例えば，400では
400 － 004 ＝ 396（004は 4として計算する）
963 － 369 ＝ 594
954 － 459 ＝ 495
954 － 459 ＝ 495

となる。2025をもとに 4桁のカプレカ数を求めると である。

4cm

3cm

5cm

⒀ 右の図の直角三角形を直線 を軸に 1回転してできる
立体の体積は cmである。

― ４ ―



２ みなさんは「エジプト分数」を知っていますか？ 簡単に言うと「ある分数をいくつかの
異なる単位分数（分子が 1の分数）の和として表したもの」をエジプト分数と言います。

例えば， 1116 は
11
16 ＝

1
2 ＋

1
6 ＋

1
48 のように，3つの単位分数の和で表すことができます。

では， 35 をエジプト分数で表すとどうなるでしょうか。一緒に考えてみましょう。

3
5 より小さい分数の中で最も大きい単位分数を考えます。それは

1
ア

なので，

3
5 ＝

1
ア

＋
1
イ

というエジプト分数で表すことができます。

上の方法のように，「その数よりも小さい最大の単位分数を繰り返し調べ単位分数の和で

表す」ことを「標準分解」と呼ぶことにします。標準分解し 1451
2100 をエジプト分数で表した

場合， 14512100 ＝ ウ となります。

⑴ ア ， イ にあてはまる数を答えよ。

⑵ ウ にあてはまるエジプト分数の式を答えよ。

また，単位分数の和で表す方法は 1通りであるとは限りません。例えば， 14 を異なる

2つの単位分数の和によるエジプト分数として表すことを考えてみましょう。つまり，
1
4 ＝

1
○ ＋ 1

△ (○＜△) と表すことを考えます。 1
○ は 1

4 よりも小さく半分の
1
8 より大

きいことを考えると，整数○の可能性は 5，6，7の 3通りありますが，実際に△を求めよう

とすると (○, △) の組は (5, 20)，(6, 12) の 2通りあることが分かり， 14 ＝
1
5 ＋

1
20 ，

1
4 ＝

1
6 ＋

1
12 と

1
4 をエジプト分数で表す方法は 2通りとなります。

上の方法のように， 1
12 を異なる 2つの単位分数の和によるエジプト分数の表し方を調べ

ると全部で 7通りあります。この中で異なる 2つの単位分数の差が最も小さい数の組み合わ

せで表した式は 1
12 ＝ エ となります。

⑶ エ にあてはまるエジプト分数の式を答えよ。

― ５ ―



３ ある商品の仕入れ値は，500個までは 1個 750円，500個を超える分は 1個 700円である。
仕入れ値全体の 2割の利益を見込んで全ての商品に同額の定価を付ける。仕入れた商品は全
て販売できたものとして，次の問いに答えよ。

⑴ 商品を 600個仕入れた時の定価は 1個何円か。

⑵ 110,000円の利益を出すためには，何個販売すればよいか。

⑶ 1,000個仕入れて定価で販売したが，売れ残りが出たので途中から定価の 2
3 の値段で販売し

たところ全て販売できた。このときの利益が 130,500円だったとすると，定価で販売した商品
は何個か。

― ６ ―



４ A

C

B D

ア cm

【図１】

【図１】の四角形 ABCDは 1辺の長さが 5 cmの
ひし形で，対角線の長さは AC＝ 8 cm，BD＝ 6 cm
である。

⑴ ア にあてはまる数を求めよ。

【図２】の四角形 EFGHは EF＝ 30 cm，EH＝ 50 cm の長方形である。四角形 EFGH
の内部に図のように EF，GHを半径とするおうぎ形をかき，さらに FGを直径とする半円
をかく。そのときにできた交点を図のように I，Jとするとき，次の各問いに答えよ。

E

I J

F

H

G

【図２】

⑵ 線分 I Jの長さを求めよ。

⑶ 台形 FIJGの面積を求めよ。

― ７ ―



５ 1辺が 12 cmの立方体 ABCDEFGHの内部にある四角すい EABCDを平面 AFHで
切った切断面を四角形 AIJKとする。四角すい EAIJKの体積を考えるとき，次の問いに
答えよ。

⑴ 三角すい EAFHの体積を求めよ。

⑵ 四角形 AIJKと三角形 AFHの面積比を求めよ。必要であれば，以下の図を使用してよい。

A

F H

A

E

C

G

⑶ 四角すい EAIJKの体積を求めよ。

12cm

A D

G

K

F

B C

I

E

J

H

12cm

12cm

― ８ ―



中学校 算数 （６０分）

受 験 番 号

氏 名

⑴ ⑵ ⑶ 個

⑷ ⑸ m ⑹ 度

⑺ cm ⑻ cm ⑼ 人

⑽ cm ⑾ ⑿

⒀ cm

１

２

３ ⑴ 円 ⑵ 個

⑶

（答） 個

４

５

⑴ ア イ ⑵ ⑶

⑴ ⑵ cm ⑶ cm

⑴ cm ⑵ ： ⑶ cm



令和７年度（２０２５年度）

中学校入学試験問題

社 会
（４０分）

中

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。
３ 解答を始める前に、まず、解答用紙に受験番号と氏名を記入しなさい。

けた

受験番号は５桁です。算用数字で横書きにしなさい。
らん

４ 答えは、すべて解答用紙に記入しなさい。解答欄以外に書かれたものは採点の対象と
なりません。

５ 文章で答える問題は、句読点も１字とする。
６ 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 ＡさんとＢさんは、夏休みの旅行計画を立てる際に、日本各地の名物料理や特産品を調べ、
地方ごとにカードにまとめた。カードを見て、あとの各問に答えよ。

【カードⅦ】

⑫福岡県…もつ鍋

⑬長崎県…ちゃんぽん

沖縄県…さとうきび

【カードⅠ】 【カードⅡ】

・①北海道…ジンギスカン

・北海道…石狩鍋

・北海道…②海鮮丼

・③山形県…芋煮

・宮城県…ずんだ餅

・秋田県…きりたんぽ

【カードⅢ】 【カードⅣ】

東京都…江戸前寿司

東京都…深川めし

④千葉県…なめろう

⑤石川県…じぶ煮

（ ⑥ ）県…信州そば

岐阜県…飛驒牛

【⑦カードⅤ】 【カードⅥ】

⑧三重県…てこねずし

⑨奈良県…奈良漬け

和歌山県…うめ

広島県…牡蠣料理

⑩香川県…讃岐うどん

⑪愛媛県…みかん

― １ ―



問１ 下線部①について、⑴～⑵の問に答えよ。
⑴ 北海道にある洞爺湖や屈斜路湖は火山活動によってできた湖である。このような湖を何とい
うか、カタカナ����で答えよ。

⑵ 次の表は、北海道で生産が盛んな米、じゃがいも、たまねぎ、にんじんの生産量、豚の飼養
数上位５都道府県についてまとめたものである。Ⅰ～Ⅲ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。

米（トン） じゃがいも（トン）たまねぎ（トン）にんじん（トン） 豚（頭）
１ 新潟 ５９１,７００ Ⅰ １,９３０,０００ Ⅰ ７４９,５００ Ⅰ １５６,９００ Ⅱ １,１５３,０００
２ Ⅰ ５４０,２００ 長崎 ８５,０００ 兵庫 ９７,８００ 千葉 １１１,８００ 宮崎 ８１８,２００
３ 秋田 ４５８,２００ Ⅱ ８３,９００ 佐賀 ９７,６００ 徳島 ４９,４００ Ⅰ ７５９,６００
４ 山形 ３５９,３００ 茨城 ４４,６００ 長崎 ２９,９００ Ⅲ ３５,１００ 群馬 ５９３,７００
５ 宮城 ３４４,７００ 千葉 ２８,３００ 愛知 ２４,３００ 長崎 ３２,７００ 千葉 ５８８,４００

ア イ ウ エ オ カ
Ⅰ 鹿児島 鹿児島 青森 青森 北海道 北海道
Ⅱ 青森 北海道 鹿児島 北海道 鹿児島 青森
Ⅲ 北海道 青森 北海道 鹿児島 青森 鹿児島

表

（農林水産省作物統計・畜産統計２０２３年より作成）

― ２ ―



問２ 下線部②に関連して、次の図は日本における漁業種類別生産量の推移をまとめたものである。
図の読み取りに関して説明した次のＡ～Ｃの文のうち、正しいものはどれか。最も適当なもの
を、次のア～クの中から１つ選び、記号で答えよ。

700

600

500

400

300

200

100

0

万t

海面養殖業

沿岸漁業

遠洋漁業

沖合漁業

15100520009590858075701965 21年

図

（日本国勢図会２０２３/２４より作成）

Ａ 沖合漁業は、１９９０年以降、毎年減少し続けている。
Ｂ 遠洋漁業で最も多く生産量をあげていたのは、１９７３年である。
Ｃ 海面養殖業の生産量は、沿岸漁業の生産量を１度も上回ったことがない。

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 ク なし

問３ 下線部③について、山形県に関して述べた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 さくらんぼの収穫量（２０２３年）は上位５都道府県に入っている。
Ｂ 東北三大祭りの１つである竿灯まつりが開催される。

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

問４ 下線部④について、次の表は、千葉県、東京都、和歌山県、沖縄県に関して産業別人口比率
と昼夜間人口比率（昼間人口÷夜間人口×１００）を示したものである。千葉県を示しているも
のを、次のア～エの中から１つ選び、記号で答えよ。

産業別人口比率（２０２２年） 昼夜間人口比率
（２０２０年）第１次産業 第２次産業 第３次産業

ア ８.３ ２２.５ ６９.２ ９８.４
イ ０.３ １４.３ ８５.５ １１９.２
ウ ２.１ １９.１ ７８.８ ８８.３
エ ３.４ １４.７ ８１.９ １００.０

表 （％）

（データでみる県勢２０２４より作成）

― ３ ―



問５ 下線部⑤について、次のア～エは石川県・秋田県・宮城県・岐阜県の各県庁所在地の雨温図
である。石川県の県庁所在地の雨温図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。

30

20

10

0

-10

300

250

200

150

100

50

0
121110987654321

℃ ㎜

月

降水量（㎜） 気温（℃）

30

20

10

0

-10

300

250

200

150

100

50

0
121110987654321

℃ ㎜

月

降水量（㎜） 気温（℃）

30

20

10

0

-10

300

250

200

150

100

50

0
121110987654321

℃ ㎜

月

降水量（㎜） 気温（℃）

30

20

10

0

-10

300

250

200

150

100

50

0
121110987654321

℃ ㎜

月

降水量（㎜） 気温（℃）

ア イ ウ エ

（気象庁資料より作成）

問６ （ ⑥ ）に入る適語を答えよ。

問７ 下線部⑦について、近畿地方にある阪神工業地帯に関して述べた次のＡ～Ｃの文のうち、正
しいものはどれか。最も適当なものを、次のア～クの中から１つ選び、記号で答えよ。
Ａ かつての官営の製鉄所の跡地に自動車工場が進出している。
Ｂ 日本の工業地帯・工業地域の中で製造品出荷額（２０２０年）が１位である。
Ｃ 東大阪市は中小企業が多く、様々な製造業の工場が集積する町である。

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 ク なし

問８ 下線部⑧について、三重県には次のメモで示す施設があり、次の図はその施設の分布を示し
たものである。メモと図が示す施設は何か、答えよ。
メモ

企業がお互いに生産性の向上のために原料・燃料・工場を結び付けた生産施設が集まった
地域のこと

図

（日本国勢図会２０２３/２４より作成）

― ４ ―



問９ 下線部⑨について、奈良県にある観光名所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 イ

ウ エ

問１０ 下線部⑩について、香川県では、次の地図のようなため池がみられる。ため池の役割の説明
をした文中の（ Ａ ）・（ Ｂ ）に入る適語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。
地図

（地理院地図より）

香川県は、年間を通して降水量が（ Ａ ）、古くから（ Ｂ ）用水をため池に
貯めて、節水しながら（ Ｂ ）を行ってきた。

ア Ａ�多く Ｂ�農業 イ Ａ�多く Ｂ�工業
ウ Ａ�少なく Ｂ�農業 エ Ａ�少なく Ｂ�工業

― ５ ―



問１１ 下線部⑪について、愛媛県には原子力発電所がある。原子力発電所の立地に関して述べた文
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 人口密集地から離れた場所で冷却水が得やすい沿岸部に建設される。
イ 大量の水を利用するために山間部のダム周辺に建設される。
ウ 電力需要の多い工業地域や大都市周辺に建設される。
エ 風の力が安定して得られる場所に建設される。

問１２ 下線部⑫について、福岡県にひろがる筑紫平野で多くみられる人工の水路のことを何という
か、カタカナ����で答えよ。

問１３ 下線部⑬について、長崎県は火山の噴火や豪雨による被害を受けた経験がある。このような
災害が発生した際の被害の軽減や防災のために使用する目的でつくられた地図を何というか、
カタカナ����で答えよ。

問１４ 次の表は日本の各地方別面積と人口密度についてまとめたものである。Ａ～Ｃ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。

ア イ ウ エ オ カ
Ａ カードⅡ カードⅡ カードⅤ カードⅤ カードⅦ カードⅦ
Ｂ カードⅤ カードⅦ カードⅡ カードⅦ カードⅡ カードⅤ
Ｃ カードⅦ カードⅤ カードⅦ カードⅡ カードⅤ カードⅡ

面積（km²） 人口密度（人/km²）
カードⅠ ７８,４２１ ６５.５
Ａ ６６,９４８ １２５.９

カードⅣ ６６,８０７ ３１２.６
カードⅥ ５０,７２４ ２１２.０
Ｂ ４４,５１２ ３１６.９
Ｃ ３３,１２６ ６６７.０

カードⅢ ３２,４３３ １,３４２.３

表

（日本国勢図会２０２３/２４より作成）
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２ 各時代の職業に関する文章を読み、あとの各問に答えよ。

１ ①古墳時代、日本に中国・朝鮮半島から移住してきた②渡来人は多くの進んだ技術をもたらし
た。特定の職能を持った一族には、大王から職務と地位が与えられた。渡来人の知識と技術を利
用して、勢力を大きく伸ばしたのが蘇我氏だった。蘇我氏は聖徳太子と協力して、役人の心構え
を示した（ ③ ）や、役人の位を１２に区分し才能ある人材を登用した冠位十二階などの政治改
革をおこなった。

問１ 下線部①について、古墳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 日本最大の前方後円墳は箸墓古墳である。
Ｂ 古墳の周辺には、土偶が置かれていた。

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、渡来人が４～６世紀に伝えたもの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 儒教 イ 時計 ウ 鉄器 エ 漢字

問３ （ ③ ）に入る適語を答えよ。

２ 奈良時代、伝染病の流行としばしば起こるききんに人々は苦しんでいた。こうした中で、④仏
教の力で国を守り、不安を取り除こうとする動きが起こり、多くの人々が仏教を広めることに尽
力した。農民には厳しい税の負担が課せられ、中央・地方の行政実務・財政は多くの役人たちに
よって管理された。農民の中には、厳しい税から逃れるために⑤土地を捨てて、逃亡する者も多
かった。

問４ 下線部④について、奈良時代の仏教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 聖武天皇は国分寺・国分尼寺を全国につくらせた。
イ 光明皇后が孤児・病人を収容する施設をつくらせた。
ウ 行基は社会事業を行い、大仏造立にも貢献した。
エ 鑑真は仏教の発展に寄与し、東大寺造営を進言した。
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問５ 下線部⑤について、土地に関する次の史料１～３から読み取れる内容Ａ～Ｃの文のうち、
正しいものはどれか。最も適当なものを、次のア～クの中から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。

［史料１］ 口分田の支給は、男子に二段（女子には、その三分の一を減らした分）を与
える。五歳以下の者にはこれを与えない。

［史料２］ 最近人口がだんだんと増加し、口分田とする土地が不足してきました。そこ
でお願いなのですが、国中に奨励して田地を開墾させようと思います。そして
新しく溝や池をつくり開墾するものがあれば、その面積の大小に関わらず、三
代にわたって私有を許可しようと思います。もし、旧来の溝や池を使用して開
墾したのであれば、本人一代だけに私有を許可しようと思います。

［史料３］ 墾田は７２３年に出された三世一身法により、期限がくると、班田収授のときと
同じように回収される。それで百姓は怠けてしまい、土地を開墾しても、また
荒れてしまうとのことである。今後は、墾田は自由に私有の財産とし、三世一
身法によらず、みな永久に回収しないことにする。開墾を許可する限度は、親
王の一品、官人で一位のものには五百町……ただし位が下のものは十町とする。

Ａ 史料１によると、口分田は原則として、六歳以上の者に支給されている。
Ｂ 史料２によると、旧来の池を使って新しく土地を開墾した場合は、三代にわたって私
有が許可された。

Ｃ 史料３によると、開墾した土地は永久に私有できるようになり、開墾する土地の広さ
に限度はなかった。

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 ク なし

３ 平安時代の終わりには、各地で争いが起き、⑥朝廷を悩ませていた。そうした中で、都の武官
や地方の有力者たちは弓矢や騎馬などの武芸を身につけ、武士と呼ばれるようになった。⑦鎌倉
幕府の家来になることを誓った武士は（ ⑧ ）と呼ばれ、御恩と奉公の関係により、強い主従
関係にあった。

問６ 下線部⑥について、天皇の位を譲って、上皇になったあとも国政の中心を担う院政を行っ
た人物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 白河上皇 イ 醍醐上皇 ウ 鳥羽上皇 エ 後鳥羽上皇

問７ 下線部⑦について、鎌倉幕府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
べ替え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 朝廷の監視のため、六波羅探題が京都に設置された。
Ｙ 武家の法として、御成敗式目が制定された。
Ｚ 弘安の役で、日本は元軍に攻撃された。

ア Ｘ→Ｙ→Ｚ イ Ｘ→Ｚ→Ｙ ウ Ｙ→Ｘ→Ｚ
エ Ｙ→Ｚ→Ｘ オ Ｚ→Ｘ→Ｙ カ Ｚ→Ｙ→Ｘ

問８ （ ⑧ ）に入る適語を答えよ。
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４ ⑨室町時代になると、日本は朝貢形式による⑩日明貿易を始め、幕府は貿易によって莫大な利
益を得ることとなった。国内では、手作業で桶・傘・下駄などが多く製造されるようになり、製
造を担った人々は職人と呼ばれた。都市の中には、富裕な商工業者たちが自治組織をつくって、
運営がおこなわれたところもあった。京都では、（ ⑪ ）が中心となって市政を運営し、一度
中止となった祇園祭も彼らによって、再開された。

問９ 下線部⑨について、室町時代の作品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 イ

ウ エ

問１０ 下線部⑩について、当時、日本以外にも、明と朝貢貿易をおこなっている国があった。次
の史料は、その国の王の命令で作られた鐘に刻まれた文章である。（ Ｘ ）に入る国名を
２字��で答えよ。

史料
（ Ｘ ）国は南海の恵まれた地にある。朝鮮の優れたところを集め、明と日本と非常
に親密な関係にある。この二国の間に出現した理想の島である。船をあやつって万国の
架け橋となり、外国産の貴重な品々がいたるところに満ちている。

問１１ （ ⑪ ）には、京都の裕福な商工業者で自治をした人々を示す語句が入る。（ ⑪ ）
に入る適語を答えよ。
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５ 江戸時代は、２６０年間にわたり徳川氏が支配する長期政権となった。長期政権を可能とした背
景には、幕府がおこなった複数の⑫政治改革が関係している。また、江戸時代は人々の生活が安
定し、日用品の生産や加工を進める動きが各地に広がり、多くの⑬伝統工芸品が職人によって生
産されるようになった。

問１２ 下線部⑫について、江戸時代には３度の大きな改革がおこなわれた。次のＡ～Ｃはそれぞ
れの改革の内容を示したものである。それぞれの改革の内容と改革がおこなわれた時代の組
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 囲米の制 Ｂ 人返しの法 Ｃ 目安箱

ア Ａ�享保 Ｂ�寛政 Ｃ�天保 イ Ａ�享保 Ｂ�天保 Ｃ�寛政
ウ Ａ�寛政 Ｂ�享保 Ｃ�天保 エ Ａ�寛政 Ｂ�天保 Ｃ�享保
オ Ａ�天保 Ｂ�享保 Ｃ�寛政 カ Ａ�天保 Ｂ�寛政 Ｃ�享保

問１３ 下線部⑬について、伝統工芸品のうち、酒井田柿右衛門による赤絵の上絵付で有名な陶磁
器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 美濃焼 イ 有田焼 ウ 九谷焼 エ 瀬戸焼

６ 明治時代になると、⑭不平等条約の改正と進んだ政治や社会の視察のために、外国へ⑮岩倉使
節団が送られた。また、身分制度が改められ、職業や住む場所が自由に選べるようになった。第
二次世界大戦後は産業が急速に発展した。家庭では電化製品が広まり、（ ⑯ ）と呼ばれる白
黒テレビ・電気冷蔵庫・電気洗濯機が人気を博し、人々の生活は豊かになっていった。

問１４ 下線部⑭について、不平等条約の改正のうち、関税自主権の完全回復を実現させた日本の
外相は誰か、答えよ。

問１５ 下線部⑮について、岩倉使節団で欧米へ派遣された人物の功績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 津田梅子は、日本の女子教育発展に貢献した。
イ 伊藤博文は、初代内閣総理大臣に就任した。
ウ 木戸孝允は、民撰議院設立の建白書を提出した。
エ 大久保利通は、内務卿に就任した。

問１６ （ ⑯ ）に入る適語を答えよ。
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３ Ａさんはインターネットを使って、２０２４年に起きた出来事に関する調べ学習をおこなった。
下の図はＡさんが調べ学習をおこなった際に使ったポータルサイトである。図を見て、あと
の各問に答えよ。

図

・社会：①お札のデザインが新しくなった
・金融：日銀が（ ② ）金利政策解除で17年ぶりの利上げを実施した
・経済：③国内総生産（名目）が600兆円を超えた
・政治：④内閣が変わった
・司法：⑤裁判員制度が開始されてから15年が経過した
・国際：⑥アメリカ大統領選挙がおこなわれた

問１ 下線部①について、次のア～エは、Ａさんが「お札 日本 肖像画 人物」という検索ワード
で画像検索した際に出てきた画像である。ただし、１つだけは日本のお札の肖像画となってい
ない人物の画像が含まれていた。日本のお札の肖像画となっていない人物��������を、次のア～エの中
から１つ選び、記号で答えよ。
ア イ ウ エ

大隈重信 渋沢栄一 伊藤博文 新渡戸稲造

問２ （ ② ）に入る適語を答えよ。

問３ 下線部③について、国内総生産に関して調べたＡさんは、国内総生産を示すアルファベット
３字があることを知った。国内総生産を示すアルファベット３字���������は何か、答えよ。
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問４ 下線部④について、Ａさんが内閣に関して記載した次のⅠ～Ⅲの文のうち、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～クの中から１つ選び、記号で答えよ。
Ⅰ 天皇は内閣総理大臣の指名ができるが、内閣総理大臣の任命はできない。
Ⅱ 衆議院議員は国務大臣になれるが、参議院議員は国務大臣にはなれない。
Ⅲ 衆議院は内閣不信任決議ができるが、参議院は内閣不信任決議ができない。

ア Ⅰのみ イ Ⅱのみ ウ Ⅲのみ エ Ⅰ・Ⅱ
オ Ⅰ・Ⅲ カ Ⅱ・Ⅲ キ Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ク なし

問５ 下線部⑤について、裁判員制度に関して調べていたＡさんは、日本弁護士連合会のホームペー
ジにたどり着いた。次の資料は、裁判員制度施行１５周年を迎えた際の日本弁護士連合会会長談
話の一部である。資料から読み取れる内容について説明した文として、最も適当なものを、次
のア～オの中から１つ選び、記号で答えよ。

資料

裁判員制度が施行されて１５年を迎えました。この間、１２万人を超える市民が裁判員・補
充裁判員に選任され、約１万６０００人の被告人が裁判員裁判による判決の言渡しを受けまし
た。この１５年を通して、制度は安定的に運用され、社会に定着してきたと言えます。裁判
員裁判においては、直接主義・口頭主義に基づく公判審理が相当程度実現しており、刑事
裁判が活性化されていることは、高く評価すべきものです。
一方で、刑事司法については様々な深刻な課題が残されています。裁判員制度の導入に

当たっては、制度の対象事件以外においても、供述調書に偏重した裁判から直接主義・口
頭主義に基づく裁判への変革が促され、捜査についても、自白獲得に偏重した取調べの在
り方に変容をもたらすことが期待されていました。しかしながら、依然として黙秘権を侵
害するような、違法・不当な取調べが後を絶ちません。
また、裁判員制度とともに導入された公判前整理手続については、同手続の実施により

集中審理方式による充実した公判審理が迅速に行われることが期待されましたが、その期
待とは裏腹に、公判前整理手続ひいては審理期間の長期化という問題が生じています。こ
の課題を解決するためには、現在のような段階的な証拠開示ではなく全面的な証拠開示を
実現し、被告人側が速やかに防御準備をできるようにすることが必要不可欠です。さらに、
無罪を主張し又は黙秘権を行使している被告人が保釈されず、長期間にわたり身体拘束さ
れ続けるという「人質司法」の問題も、公判前整理手続の長期化により深刻なものとなっ
ています。身体拘束により「自白」を強要するような保釈の運用は、直ちに改められるべ
きです。
裁判員制度が社会に定着してきた一方で、裁判員選任手続における辞退率は年々上昇し、

２０２３年では約６７％にも及んでいます。多様な市民の価値観を刑事裁判に反映するためには、
対象事件の拡大に加えて、司法制度の重要性や市民参加の意義について国民に理解を求め
るとともに、裁判員を務めるための休暇の制度化等の社会環境の整備が不可欠です。また、
２０２２年には、裁判員の対象年齢が１８歳以上に引き下げられました。裁判に参加する市民の
年齢層が拡大したことには積極的意義がありますが、１８歳、１９歳という若年層の拡大であ
ることを踏まえて、学校教育の場での情報提供や環境整備の取組が必要です。

（２０２４年５月２１日 日本弁護士連合会HP）

ア 裁判員制度が施行されてからの１５年は、民事裁判のみで裁判員裁判がおこなわれた。
イ 裁判員制度対象事件では、黙秘権は認められていない。
ウ 裁判員制度が社会に定着してきたため、裁判員選任手続における辞退率は年々下降している。
エ 裁判員制度施行時より、裁判員対象年齢は１８歳以上であった。
オ 裁判員制度とともに、公判前整理手続が導入された。
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問６ 下線部⑥について、次のレポートはＡさんがアメリカの大統領を選出する仕組みに関してま
とめたものである。さらに、Ａさんはレポートを基にして、アメリカの大統領を選出する仕組
みを説明するフローチャートとメモを作成した。Ａさんが作成したフローチャートⅠ～Ⅲとメ
モⅣ～Ⅵの組み合わせとして最も適当なものを、次のア～ケの中から１つ選び、記号で答えよ。

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ
フローチャート Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ

メモ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

党
内
手
続
き

予備選挙

党員集会

選挙人投票

本
選
挙

大統領選挙

大統領就任

党
内
手
続
き

予備選挙・党員集会

全国党大会

本
選
挙

選挙人投票

大統領選挙

大統領就任

党
内
手
続
き

予備選挙・党員集会

全国党大会

本
選
挙

大統領選挙

選挙人投票

大統領就任

レポート

アメリカの大統領を選出する過程は、【党内手続き】と【本選挙】に分かれて行われる。
まずは、民主党と共和党がそれぞれの指名候補を争う【党内手続き】。各州で有権者が

投票する「予備選挙」と、支持者が集まって挙手などで勝敗を決める「党員集会」が行わ
れ、「全国党大会」に出席する代議員を選出する。州や地域ごとに代議員の数が割り当て
られており、代議員の獲得数が最も多かった候補が党の正式指名を得ることになる。多く
の州で「予備選挙」・「党員集会」が集中するスーパーチューズデーが重要な節目となる。
「予備選挙」・「党員集会」を経て、各党は７～８月に「全国党大会」を開催する。「全

国党大会」では、代議員が投票を行い、候補者を１名に絞る。この投票によって、大統領
候補が正式に決定される。さらに、副大統領候補も選出され、党の綱領や政策の方向性も
決定される。
次に、両党候補が対決する【本選挙】。１１月第１月曜日の次の火曜日に全米で一斉に投
票が行われる「大統領選挙」、１２月第２水曜日の次の月曜日に「選挙人投票」が行われる。
「大統領選挙」では、有権者は大統領候補者ではなく、選挙人を選ぶ。全米５０州と首都ワ
シントンに割り振られた計５３８人の選挙人の過半数（２７０人以上）を獲得した候補が大統領
に就任する。４８州と首都ワシントンでは、勝者総取り方式が採用されており、選挙人の数
が多い州での勝利が鍵となる。
「大統領選挙」で国民が選んだ選挙人は、１２月第２水曜日の次の月曜日に「選挙人投票」
を行い、大統領を選出する。この「選挙人投票」によって、大統領が正式に決まる。

フローチャート
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

メモ
Ⅳ 党員集会では、大統領選挙で投票する選挙人を選ぶ。
Ⅴ 全国党大会が行われる日を、スーパーチューズデーと呼ぶ。
Ⅵ 大統領選挙では、大多数の州で勝者総取り方式が採用されている。

― １３ ―



問７ 次の会話は、Ａさん・Ｂさん・Ｃさん・Ｄさん・Ｅさんが、２０２４年に見られた各組織のトッ
プの選任方法について話したものである。各組織のトップの選任方法に関して適切に述べてい
る人物の組み合わせとして、正しいものはどれか。最も適当なものを、次のア～クの中から１つ
選び、記号で答えよ。

会話文

Ａさん：２０２４年は、○×株式会社の東証グロース市場への上場が話題になったね。
Ｂさん：うん。○×株式会社の取締役は、株主総会で選任されたみたいだね。
Ｃさん：いやいや、違うよ。○×株式会社の取締役は、役員会議で選任されたんだよ。
Ａさん：う～ん…ＢさんとＣさんの言うことはどちらが本当なのだろう。

Ａさん：２０２４年は、政治の世界でもトップを選ぶ選挙がおこなわれたね。
Ｄさん：東京都知事が都民による直接選挙で選ばれたね。
Ｅさん：日本の内閣総理大臣も国民による直接選挙によって選ばれたね。
Ａさん：ＤさんとＥさんの言うことはどちらとも正しいのかな。

ア Ｂさんのみ イ Ｂさん・Ｄさん ウ Ｂさん・Ｅさん
エ Ｂさん・Ｄさん・Ｅさん オ Ｃさんのみ カ Ｃさん・Ｄさん
キ Ｃさん・Ｅさん ク Ｃさん・Ｄさん・Ｅさん

― １４ ―
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令和７年度（２０２５年度）

中学校入学試験問題

理 科
（４０分）

中

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。
３ 解答を始める前に，まず，解答用紙に受験番号と氏名を記入しなさい。

けた

受験番号は５桁です。算用数字で横書きにしなさい。
らん

４ 答えは，すべて解答用紙に記入しなさい。解答欄以外に書かれたものは採点の対象と
なりません。

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。



１ 次の文章を読んで，下の各問に答えよ。

令和元年 8月 28日，佐賀県を中心に九州北部では，図１のように（ ① ）降水帯による記録
ごう う はんらん

的な豪雨が発生した。特に佐賀県では，数時間にわたって激しい雨が降り続けた結果，河川の氾濫
ど しゃ はん い じんだい ひ がい

や土砂災害が多発し，広範囲で甚大な被害が出た。ニュースでは「この豪雨により，一部地域で 48
こ ほうどう

時間の総雨量が 500ミリを超えるなど，観測史上例を見ない集中豪雨が記録されました。」と報道
された。（①）降水帯によって引き起こされた豪雨は，局地的に被害をもたらす。その上（①）降

とっぱつ

水帯は突発的に発生し，事前に予測することが非常に難しいとされている。
図１ 雨雲レーダー

（tenki.jp）

らん

問１ 文章中の空欄（ ① ）にあてはまる語句を漢字で答えよ。

問２ （①）降水帯を形成している主な雲の種類として最も適当なものを，次のア～エからの中か
ら１つ選び，記号で答えよ。
ア 巻雲 イ 層雲 ウ 積雲 エ 積乱雲

問３ 次の文は，下線部の意味を表したものである。文中の空欄（ ② ）にあてはまるものとし
て最も適当なものを，次のア～ウの中から１つ選び，記号で答えよ。

ある時間内における 1 mあたりに降った雨をためた場合の雨水の（ ② ）である。

ア 深さが 500 mm イ 質量が 500 mg ウ 体積が 500 mL

― １ ―



図２

（気象庁 HP）

図２は図１と同じ時間の天気図である。図２の破線で囲
まれた部分は，温かい空気（暖気）と冷たい空気（寒気）
がぶつかり合うところであり，その境目を前線面という。
また，前線面と地面が交わるところを前線といい， ，

を用いて表す。暖気の勢力が寒気よりも強い場合は
温暖前線，寒気の勢力が暖気よりも強い場合を寒冷前線，
暖気と寒気の勢力がほぼ同じ状態の場合を停滞前線という。
また，暖気と寒気が接するときは，寒気が暖気の下にもぐ
り込む形となる。

問４ 停滞前線の寒気と暖気の様子を示す図として最も適当なものを，次のア～エの中から１つ選
び，記号で答えよ。ただし，図の矢印の太さは寒気と暖気の勢力を，矢印にはさまれた実線は
前線面をそれぞれ表している。

地表

寒気

前線

暖気

地表 前線

寒気 暖気

地表 前線

寒気 暖気 寒気 暖気

地表 前線

ア イ ウ エ

－80 －50

80

中間圏

熱圏

成層圏

対流圏

高度〔km〕

50

10

0
15 気温〔℃〕

図３図３は，ある場所における気温と海水面からの
高さ（高度）の関係を表したものである。このよ
うに，地球を取り巻く大気は高度による気温の変

けん

化に基づいて，地表から順に対流圏，成層圏，中
間圏，熱圏という層に分けることができる。また，
大気中の水蒸気のほとんどは対流圏に存在するた
め，雲の発達や降水などは，ほぼ対流圏だけで起
こる現象である。

問５ 次の文章中の空欄（ ③ ）と（ ④ ）
にあてはまる語句と数値をそれぞれ答えよ。

かたまり

ある空気の塊は地表などで暖められると体
積が（ ③ ）なり，まわりの空気の塊に比
べて 1 mあたりの質量が小さくなるため上

しょう

空に上 昇していく。図３より，高度 10 km
程度までは 100 mあたり約（ ④ ）℃ず

ふく

つ気温が下がるため，空気の塊に含まれてい
る水蒸気が水滴や氷へと変化し，雲ができる。

― ２ ―



図４

（気象衛星センター HP）

問６ 図４のように，対流圏でできた積乱雲の雲の最
も高い部分は，対流圏と成層圏の境界面にそって
平らに広がることが多い。対流圏でできた雲が成
層圏で発達することができない理由として最も適
当なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号
で答えよ。
ア 成層圏では，ほとんど酸素が存在しないから。

しつ

イ 成層圏では，大気中の湿度が高いため。
ウ 成層圏では，海水面からの高さが高くなるほ
ど気温が高くなるため。

エ 成層圏では，温度上昇に伴う下降気流が常に
発生しているから。

― ３ ―



問題は次のページに続く。

― ４ ―



２ 身のまわりの生き物について，次の各問に答えよ。

問１ メダカなどのえさになる小さな生き物をプランクトンという。プランクトンのうち植物性プ
ランクトンではないものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答えよ。
ア アオミドロ イ ハネケイソウ ウ ミカヅキモ エ ゾウリムシ

じゅせいらん

問２ 次のア～オの文は，それぞれメダカの受精卵を観察した様子を表している。受精卵がふ化す
るまでの様子を順番に並べたとき，4番目にくるものとして最も適当なものを，次のア～オの
中から１つ選び，記号で答えよ。
ア からだがひんぱんに動く。

たまご

イ 卵のまくをやぶって出てくる。
あわ

ウ 泡のようなものがたくさん見える。
エ からだのもとになるものが見える。
オ 心臓が動いて，血液の流れが見えるようになる。

問３ メダカは 25℃の水温において受精してふ化するまでにどれくらいの時間がかかるか。最も
適当なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答えよ。
ア 約 5時間 イ 約 2日 ウ 約 10日 エ 約 21日

問４ ヒトが生まれてくるまでの子宮内部の様子として適当でないものを，次のア～オの中から１
つ選び，記号で答えよ。
ア 受精卵は子宮のかべに根をはるようにおちつく。

たい

イ 胎児はへそのおを通して，母親から養分などを吸収している。
ウ 胎児は羊水にうかんでいる。
エ 胎児は母親の胎ばんとへそのおによってつながっている。
オ 胎児が成長するとともに胎ばんは小さくなっていく。

いっぱん

問５ ヒトの場合，一般的に受精卵から生まれてくるまでにどれくらいの時間がかかるか。最も適
当なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答えよ。
ア 約 100日 イ 約 270日 ウ 約 310日 エ 約 365日

問６ メダカのように卵で生まれる生まれ方を卵生，ヒトのようにある程度の大きさまで母親のか
らだの中で育つ生まれ方を胎生という。胎生である動物として最も適当なものを，次のア～オ
の中から１つ選び，記号で答えよ。
ア イルカ イ マンボウ ウ ニワトリ エ ワニ オ カエル

問７ こん虫ではないものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答えよ。
ア カブトムシ イ トンボ ウ クモ エ ミツバチ

― ５ ―



ちょう

問８ 次の図は，バッタを模式的に表したものである。バッタの特徴として最も適当なものを，
次のア～オの中から１つ選び，記号で答えよ。

胸部 腹部頭部

ア イ ウ

エ オ

問９ アリの行動を観察するため，図１のような①～⑧の文字と 8本の線が書かれた大きな紙を準
備して，巣穴が中心となるように紙を置き，紙の①の文字の上にアリのえさ（角砂糖）を置い
てしばらく観察した。その後，巣穴から出たアリが迷うことなく角砂糖までたどり着くことを
確認して，角砂糖と紙を一度回収した。次に，図２のように，図１の状態から紙を反時計回り
に 90度回転して，巣穴が中心になるように紙を置き，角砂糖を⑦の文字の上に置いたところ，
アリは巣穴を出て①の方角へ向かった。さらに，図１と同様に①～⑧の文字と 8本の線が書か
れた新しい紙を用意し，図２のように巣穴が中心になるように紙を置き，角砂糖を③の文字の
上に置いて実験をおこなったところ，アリはえさを探すかのようにあらゆる方向に動いた。こ
の実験から読み取れるアリの性質として最も適当なものを，下のア～エの中から１つ選び，記
号で答えよ。ただし，図中の方角は巣穴から見た方角を示しており，紙面上の巣穴の部分には，
アリの出入りが自由にできるように大きな穴が開いているものとする。また，この実験中，太
陽は常に南の空にあるものとする。
図１ 図２

①
⑧

②

⑦
③

⑥
④

⑤巣穴

①
⑧ ②

⑦ ③

⑥ ④
⑤

巣穴

太陽

南

東 西

北

太陽

南

東 西

北

ア アリは紙に目印になるものを残している。
イ アリは角砂糖のにおいをもとに移動する。
ウ アリは太陽の位置からエサの位置を特定している。
エ アリは体内で時間を計ることができる。

― ６ ―



３ 次の文章を読んで，下の各問に答えよ。

し ふく

地球の表面の大部分は海が占めている。その海水に含まれる「食塩」は私たちの体にとって重要
な物質の一つであり，料理で使用する他，血圧や体内の水分バランスの調節に関係している。その

のう ど に

食塩は古来より身近な海水から作られてきた。①海水中の食塩の濃度は約 3％であり，そのまま煮つ

詰めて海水中の水分を させるためには時間も燃料も消費し，大変な作業であった。そこで，
えんでん ねん ど し

塩田と言われる粘土板の上に砂を敷き詰めた場所に海水をまいたあと，水分を させ，その
こ

食塩がついた砂を「ろ過そう」に集め，そこに海水をかけてできた濃い食塩水を煮詰めて食塩を作っ
かんまく

ていた。現在では②イオン交換膜法により濃い食塩水を作って，食塩を得ている。
実験室で食塩（塩化ナトリウム）を得る方法の１つとして，③うすい塩酸に水酸化ナトリウム水

ま ちが

よう液を加える方法がある。しかし，うすい塩酸と水酸化ナトリウム水よう液の量を間違えると，
食塩以外のものも混ざってしまうため注意が必要である。

④食塩の固体の構造は，ナトリウムイオンというプラスのイオンと，塩化物イオンというマイナ
こう ご たが

スのイオンが交互に接している。プラスのイオンどうしもしくは，マイナスのイオンどうしは，互
かたまり

いに接することなく配置されている。このような構造のため，⑤食塩の塊（岩塩）は力を加えても
割れにくいが，ある特定の方向から力を加えると割れやすい。

つぶ

※イオンとはプラスやマイナスの電気を帯びた粒のこと。

問１ 下線部①について，海水中の食塩の濃度を 3％とする。同じ濃度の水よう液として最も適当
なものを，次のア～カの中から１つ選び，記号で答えよ。

と

ア 水 100 gに砂糖 3 gを溶かしたもの。
イ 水 197 gに砂糖 3 gを溶かしたもの。
ウ 水 247 gに砂糖 3 gを溶かしたもの。
エ 水 194 gに砂糖 6 gを溶かしたもの。
オ 水 200 gに砂糖 6 gを溶かしたもの。
カ 水 244 gに砂糖 6 gを溶かしたもの。

らん

問２ 文章中の空欄 にあてはまる語句と同じ現象として最も適当なものを，次のア～オの
中から１つ選び，記号で答えよ。ただし，文章中の には同じ語句が入る。
ア 氷水が入ったコップの表面に水てきがついた。
イ 砂糖が水に溶けた。

けむり

ウ 水にドライアイスを入れると，白い煙のようなものが見える。
エ ぬれたタオルがかわいた。
オ 冬の寒い日に水がこおっていた。

― ７ ―



問３ 下線部②について，次の文章はイオン交換膜法について説明をしたものである。

食塩水中の食塩は，ナトリウムイオンと，塩化物イオンに分かれて溶けている。食塩水に電気を
流すと，図１のようにナトリウムイオンはマイナス極側へ移動し，塩化物イオンはプラス極側に移
動する。イオン膜にはナトリウムイオンだけを通すもの（（＋） ）と，塩化物イオンだけを通
すもの（（－） ）がある。図２のように，食塩水を入れた容器の中に交互に並べて電気を流す

うす

と，濃い食塩水の部屋と薄い食塩水の部屋ができる。これにより食塩を取り出すことをイオン交換
膜法という。

⊕ ⊖

プラス極 マイナス極

プラス極

（あ）

（＋） （－） （＋） （－）

（い） （う） （え） （お）

マイナス極

⊕ ⊖

容器

食塩水

図１

※ はナトリウムイオン， は塩化物イオンを表す。

図２

⑴ 図２の（あ）の部屋から（い）の部屋に移動するイオンはナトリウムイオンと塩化物イオン
のどちらか答えよ。

⑵ 最初に入れた食塩水よりも濃い食塩水が得られる部屋として適当なものを，図２の（あ）～
（お）の中からすべて選び，記号で答えよ。ただし，水の量はどの部屋でも変化しないものと
する。

― ８ ―



問４ うすい塩酸のように，酸性を示す水溶液として最も適当なものを，次のア～オの中から１つ
選び，記号で答えよ。

せっかいすい

ア 石灰水 イ 食塩水 ウ 炭酸水 エ アンモニア水 オ 砂糖水

こと

問５ 下線部③について，ある濃度の塩酸 1 cmをビーカーにとり，異なる量の水酸化ナトリウ
ム水よう液を加えた。その後，ビーカー内の水分を完全に飛ばしたときに残った白い固体の質
量を測定した。表は加えた水酸化ナトリウム水よう液の体積〔cm〕と残った白い固体の質量
〔g〕を記録したものである。ある濃度の塩酸 1 cmが全て反応するために最低限必要な水酸
化ナトリウム水よう液の体積〔cm〕として最も適当なものを，下のア～オの中から１つ選び，
記号で答えよ。

水酸化ナトリウム水よう液〔cm〕 0 50 100 150 200 250
残った白い固体〔g〕 0 2.93 5.85 8.78 10.78 12.78

表

ア 50 cm イ 100 cm ウ 150 cm エ 200 cm オ 250 cm

問６ 下線部④について，食塩の固体の構造のモデルは図３のように表される。図４はナトリウム
イオン，塩化物イオンそれぞれの中心だけを表したものである。なお， はナトリウムイオン，
●は塩化物イオンをそれぞれ表している。

球体　 個18

球体　 個14

球体　 個12

図３ 図４

⑴ 図３より，この立方体に含まれる塩化物イオンは球体何個分か。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。
ア 2個 イ 4個 ウ 6個 エ 8個
オ 10個 カ 12個 キ 14個

― ９ ―



⑵ 下線部⑤について，力を加えて割れやすい方向を考えたとき，力を加えた向きと力を加えて
ずれた向き（ ）と力を加えたときにずれた断面（ ）の組合せとして適当なものを，
次のア～ウの中からすべて選び，記号で答えよ。ただし，ナトリウムイオンどうし，塩化物イ
オンどうしは互いに反発し，ナトリウムイオンと塩化物イオンどうしは互いに引き合うものと
する。

ずらす面
ずらす面 ずらす面

ア イ ウ
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４ 次の文章を読んで，下の各問に答えよ。ただし，答えが割り切れない場合は，小数第二位
を四捨五入し，小数第一位で答えよ。

物質を温めたり冷やしたりすると，物質の温度や状態が変化する。これらの変化は，熱が温かい
物質から冷たい物質に移動することで起こる。加えた熱の総量を熱量と呼び，単位は J（ジュール）
を用いる。また，物質の種類や質量によって加えた熱量に対する温度変化が異なる。物質の温度を
1℃上げるために必要な熱量を物質の熱容量といい，単位は J/℃（ジュール毎℃）を用いる。なお，
1 gの物質の温度を 1℃上げるために必要な熱量を物質の比熱といい，単位は J/(g・℃)（ジュール
毎グラム毎℃）を用いる。以上のことから，熱量を Q〔 J〕，熱容量を C〔 J/℃〕，比熱を c〔 J/(g・℃)〕，
物質の質量をm〔g〕，熱量を加える前後における物質の温度の変化量を t〔℃〕とすると，次の
３つの式が成り立つ。

熱容量 C ＝質 量 m×比 熱 c
熱 量 Q＝熱容量 C ×温度の変化量 t
熱 量 Q＝質 量 m×比 熱 c ×温度の変化量 t

せっ

図１のように，温かい物質（以下，物質 Aとする）と冷たい物質（以下，物質 Bとする）を接
しょく

触させておくと，熱が物質 Aから物質 Bに移動することで物質 Aの温度は下がり，物質 Bの温
たが ねつへいこう

度は上がる。しばらく放置すると物質 Aと物質 Bの温度は互いに等しくなる。この状態を熱平衡
と呼ぶ。物質 Aと物質 B以外の外部に熱が出て行ったり，外部から熱が入ってきたりすることが
ない状態では，物質 Aから出た熱量と物質 Bが受け取った熱量は等しいことが知られている。

と

一方，図２のように，氷を加熱して融かしている間は，加熱しているにも関わらず温度は上がら
ない。これは加えた熱が氷から水に状態変化するためだけに用いられているためである。特に，海
水面からの高さ 0 mの地表において，0℃の氷 1 gが 0℃の水 1 gに状態変化するために必要な熱
量は 334 Jであることが知られている。ここで，水の比熱を 4 J/(g・℃)，氷の比熱を 2 J/(g・℃)，銅
の比熱を 0.4 J/(g・℃)とし，水の蒸発は考えないものとする。

物質B

接触直後

物質A物質A

熱平衡

物質A物質A

熱熱

物質B物質B
氷

0

状態変化中 水
加えた熱量〔J〕

温度〔℃〕
図１ 図２

しゅん じ

問１ 同じ熱量を瞬 時に加えたとき，温度が上がりやすい物質として最も適当なものを，次の
ア～ウの中から１つ選び，記号で答えよ。ただし，ア～ウの物質の質量はすべて同じであるも
のとする。
ア 水 イ 氷 ウ 銅

問２ 銅製容器 500 gの中に水 200 gが入っている。銅製容器と水を合わせた熱容量は何 J/℃か答
えよ。

― １１ ―



問３ ある銅製容器の熱容量は 90 J/℃である。この容器の温度を 10℃から 50℃にするために必要
な熱量は何 Jか答えよ。ただし，この過程で加えた熱量は外部に出入りせず，全て銅製容器の
温度変化のみに用いられるものとする。

問４ 海水面からの高さ 0 mの地表において，0℃の氷 20 gが状態変化して全て 0℃の水になるた
めに必要な熱量は何 Jか答えよ。

問５ 温度が変化しない容器の中に 20℃の水 20 gを入れた。その後，この容器に 92℃の水を入れ
てしばらく放置したところ，水の温度は 44℃であった。加えた水の質量は何 gか答えよ。た
だし，熱は混ぜた水の温度変化のみに用いられるものとし，水面から出入りすることはないも
のとする。

らん

問６ 次の文章中の空欄（ ① ）～（ ④ ）にあてはまる数値をそれぞれ答えよ。ただし，熱は
容器と水と銅板の間のみを移動するものとし，水面から出入りすることはないものとする。

海水面からの高さ 0 mの地表に，図３のような熱容量 16000 J/℃の容器を設置し，ある温度
の水 25 kgを容器に入れてしばらく放置したところ，水と容器の温度は 50℃になった。この

す

ときの時刻を 0秒とし，1分経過するごとに 1 kgの水を 1回ずつくみ上げて外部に捨てる作
業を 10回くり返した。時刻 5分 15秒のとき，容器内の水の質量は（ ① ）kgであった。
また，時刻 5分 30秒のとき，30℃の水（ ② ）kgを容器に入れたところ，水および容器
はすぐに熱平衡に達した。このとき，容器と水の温度は 49.2℃であった。時刻 10分 45秒のと
き，90℃に温めた銅板（ ③ ）kgを容器に入れたところ，銅板と水および容器はすぐに熱
平衡に達し，水と容器と銅板の温度は 50℃であった。このときの容器，水，銅板を合わせた
全体の熱容量は（ ④ ）J/℃である。

水と容器の温度50℃
時刻0秒

水 25 kg

16000 J/℃の容器

1分経過するごとに水1 kgを
1回ずつくみ上げて捨てる。 水と容器の温度50℃

時刻5分15秒

水 （　①　）kg水 （　①　）kg

入れる前の水と容器の温度49.2℃
時刻10分45秒

1分経過するごとに水1 kgを
1回ずつくみ上げて捨てる。

90℃の銅板
（　③　）kg
入れる。

加える前の水と容器の温度50℃
時刻5分30秒

水 （　①　）kg水 （　①　）kg水　 　kg水　 　kg

30℃の水
（　②　）kg
加える。

図３
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