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2019 年度  社会学部地域社会学科  入学試験問題
2019 年度  社会学部地域社会学科  学校推薦入学試験問題  小論文

2019 年度  社会学部地域社会学科  一般入学試験問題＜Ⅰ期＞  国語

問題

次の新聞記事を参考にして、家族間のコミュニケーションが携帯電話やスマートフォンの普及によってどのような影響を受けているのか、あ

なたの意見を800字程度で述べなさい。なお、文章は常体（である体）、横書きとする。

日本の親子らの約 6割が、家族と一緒にいてもそれぞれが自分の携帯電話やスマートフォンを操作しており、米国、中国、韓国と比べて

最も高い割合だったことが 25日、国立青少年教育振興機構などが 4カ国の小中学生に実施した調査で分かった。

調査は同機構などが昨年 9 ～11月に実施。4カ国の小 5 ～中 2の男女計約1万人が回答した。

「家族が一緒にいてもそれぞれが自分の携帯電話やスマートフォンを操作している」との設問に、「よくある」「たまにある」と答えた小学

生の割合は、日本が最も高く57.5％。次いで韓国 51.5％、米国 38.8％、中国 38.3％だった。中学生も日本は 65.0％で、4カ国で最高だった。

さらに「親と話そうとするとき、親は『時間がない』『いま忙しい』などと言う」との設問でも、「よくある」「たまにある」と答えた割合は

日本は小学生44.0％、中学生 36.4％となり、他の3カ国を上回った。

同機構の担当者は「スマホやインターネットの利用の在り方を見直して、子どもと真剣に向き合う必要性を示す結果ではないか」と話して

いる。

出典：『北海道新聞』2018 年 7月30日（夕刊）　「家族と一緒の時も　スマホ操作６割」

　　　　（なお、設問の都合上、原文を一部改変した部分がある。）
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著
作
者
の
都
合
に
よ
り
、大
問
Ⅰ
は
削
除
し
ま
し
た
。
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Ⅱ 

次
の
文
章
は
津
島
香
以
「
社
会
と
の
向
き
あ
い
方
」（
『
津
島
佑
子 

土
地
の
記
憶
、
い
の
ち
の
海
』
２
０
１
７
年
１
月
、
河
出
書
房
新
社
）
の
全
文
で
あ
る
。
読
ん
で
後
の 

問
い
に
答
え
な
さ
い
（
設
問
の
都
合
で
原
文
を
一
部
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
）
。 

  

い
ま
か
ら
二
十
年
以
上
前
、
大
学
の
卒
業
を
前
に
、
私
は
ａ

途
方
に
暮
れ
て
い
た
。
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
と
呼
ば
れ
る
私
た
ち
の
世
代
は
と
に
か
く
人
数
が
多
く
、
こ
と
あ
る
ご
と

に
厳
し
い
競
争
を
強
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
上
、
バ
ブ
ル
景
気
が
①

ホ
ウ
カ
イ
し
て
、
就
職
氷
河
期
を
迎
え
て
い
た
。
美
術
大
学
で
会
社
勤
め
を
希
望
す
る
人
が
多
く
は
な
か
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
急
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
空
気
は
強
く
な
か
っ
た
も
の
の
、
私
が
在
籍
し
て
い
た
建
築
学
科
で
も
卒
業
時
点
で
行
き
先
が
決
ま
っ
て
い
た
人
は
半
数
ほ
ど
で
、

多
く
の
人
が
漠
然
と
し
た
不
安
の
中
に
い
た
。
確
か
そ
の
頃
だ
っ
た
と
思
う
。
「
国
家
公
務
員
の
試
験
で
も
受
け
よ
う
か
な
。
」
と
（
注
１
）

母
に
相
談
し
た
。
母
は
賛
成
と
も
反
対

と
も
言
わ
ず
、
国
家
公
務
員
に
な
る
な
ら
、
国
が
間
違
っ
た
方
向
に
進
ん
で
い
る
と
思
っ
た
と
き
、
ど
う
す
る
の
か
考
え
て
お
い
た
方
が
い
い
と
言
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
は
考
え

て
も
い
な
か
っ
た
の
で
、
動
揺
し
、
ｂ

苦
し
紛
れ
に
「
い
く
ら
な
ん
で
も
戦
争
に
な
っ
た
ら
反
対
す
る
よ
。」
と
言
い
返
し
た
。
母
は
そ
れ
以
上
な
に
も
言
わ
な
か
っ
た
。 

 

い
ま
思
え
ば
、
日
本
が
多
額
の
資
金
協
力
を
し
た
（
注
２
）

湾
岸
戦
争
か
ら
四
年
が
過
ぎ
て
い
た
時
期
だ
。
母
は
湾
岸
戦
争
に
際
し
、（
注
３
）

中
上
健
次
さ
ん
や
（
注
４
）

柄
谷
行
人
さ

ん
と
と
も
に
、
「
湾
岸
戦
争
に
反
対
す
る
文
学
者
声
明
」
を
出
し
て
い
た
。
母
と
し
て
は
当
然
、
も
う
戦
争
は
始
ま
っ
て
い
る
と
言
い
た
か
っ
た
だ
ろ
う
。
実
際
、
日
本
が
資
金

援
助
し
か
し
な
か
っ
た
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
な
ど
か
ら
批
判
さ
れ
た
こ
と
で
、
人
的
貢
献
が
な
け
れ
ば
評
価
さ
れ
な
い
と
の
主
張
が
生
ま
れ
、
そ
れ
以
降
、
日
本
の
自
衛
隊
が
Ｐ
Ｋ

Ｏ
活
動
の
た
め
に
海
外
に
派
兵
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
か
ら
、
い
ま
、
こ
の
国
が
直
面
す
る
問
題
は
あ
の
時
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
。
し
か
し
、
私

は
湾
岸
戦
争
に
つ
い
て
明
確
な
記
憶
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
暗
闇
の
な
か
緑
色
の
光
が
イ
ラ
ク
の
街
に
降
り
注
ぐ
空
爆
の
映
像
。
そ
れ
を
テ
レ
ビ
で
観
て
い
る
と
、
横
に
い

た
母
が
「
つ
い
に
始
め
て
し
ま
っ
た
。
」
と
絶
望
的
な
声
を
出
す
。
そ
ん
な
光
景
が
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
た
だ
、
当
時
私
は
大
学
受
験
中
の
高
校
三
年
生
だ
っ
た
は
ず
な

の
に
、
そ
の
記
憶
の
中
の
テ
レ
ビ
が
置
か
れ
た
部
屋
は
、
ま
だ
小
学
生
だ
っ
た
頃
、
弟
と
三
人
で
暮
ら
し
て
い
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
居
間
で
、
ど
う
に
も
ｃ

つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
。

こ
う
し
た
こ
と
は
母
も
繰
り
返
し
書
い
て
い
る
が
、
自
分
の
記
憶
が
い
か
に
曖
昧
か
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
の
私
に
と
っ
て
戦
争
に
向
か
っ
て
い
る

危
機
感
は
そ
の
程
度
の
も
の
で
、
し
ば
し
ば
母
を
②

落
胆
さ
せ
て
い
た
。 

 

「
湾
岸
戦
争
に
反
対
す
る
文
学
者
声
明
」
を
出
す
以
前
か
ら
、
母
は
社
会
参
加
に
は
積
極
的
だ
っ
た
。
中
学
か
ら
入
学
し
た
女
子
校
で
は
生
徒
会
を
つ
く
り
、
大
学
で
は
制
服

に
反
対
し
て
私
服
に
変
え
さ
せ
た
。
そ
れ
が
と
て
も
自
慢
だ
っ
た
。
日
本
で
は
学
生
運
動
は
失
敗
し
、
な
に
も
残
せ
な
か
っ
た
と
い
う
印
象
が
強
い
け
れ
ど
、
当
時
希
望
的
な
空

気
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
そ
の
空
気
は
、
彼
ら
の
成
果
と
し
て
は
語
ら
れ
な
い
形
で
、
人
び
と
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
母
は
言
う
。
学
生
運
動
に
関
わ
っ
た
こ
と
は
な
く
、

せ
い
ぜ
い
（
注
５
）

ベ
平
連
の
デ
モ
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
程
度
だ
っ
た
け
れ
ど
、
あ
の
時
は
本
当
に
楽
し
か
っ
た
し
、
声
を
あ
げ
れ
ば
変
え
ら
れ
る
と
思
え
た
の
だ
と
、
母
は

何
度
も
繰
り
返
し
言
っ
て
い
た
。 

ま
た
、
子
ど
も
の
頃
私
た
ち
姉
弟
は
実
に
多
く
の
人
の
手
を
借
り
て
育
て
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
は
離
婚
し
て
自
分
の
子
ど
も
と
な
か
な
か
会
え
な
く
な
っ
た
編
集
者
の
男
性
が

い
た
。
そ
の
人
は
自
分
の
子
ど
も
に
会
う
と
き
に
、
子
ど
も
に
慣
れ
て
お
き
た
い
か
ら
と
、
我
が
家
の
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
引
き
受
け
て
く
れ
て
い
た
。
福
祉
を
勉
強
中
の
若
い

女
性
も
い
た
。
私
が
小
学
校
四
年
生
に
な
り
、（
注
６
）

学
童
保
育
を
利
用
で
き
な
く
な
る
と
、
他
の
母
親
た
ち
と
共
同
で
大
学
生
を
ヤ
ト
い
、
週
に
二
三
日
子
ど
も
達
を
預
か
っ
て

も
ら
う
仕
組
み
を
つ
く
っ
た
。
子
ど
も
達
は
日
替
わ
り
で
誰
か
の
家
に
集
ま
り
、
大
学
生
に
勉
強
を
見
て
も
ら
っ
た
り
、
一
緒
に
遊
ん
だ
り
し
て
過
ご
し
た
。
一
日
の
お
小
遣
い

は
百
円
で
、
ど
こ
に
お
や
つ
を
買
い
に
行
く
か
は
話
し
合
い
で
決
め
ら
れ
た
。
大
学
生
の
実
家
で
あ
る
名
古
屋
ま
で
、
子
ど
も
達
だ
け
で
旅
行
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
お
小
遣

い
を
ケ
チ
っ
て
、
バ
ス
に
乗
ら
ず
に
徒
歩
で
移
動
し
、
へ
と
へ
と
に
な
っ
た
。
大
学
生
も
一
緒
に
歩
い
た
。
よ
く
文
句
も
言
わ
ず
に
、
子
ど
も
達
の
自
主
性
を
③

ソ
ン
チ
ョ
ウ
し
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て
く
れ
た
も
の
だ
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
母
た
ち
は
た
だ
必
死
に
生
活
を
し
て
い
た
だ
け
で
、
政
治
的
な
主
張
を
目
的
に
動
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
で
も
、
自
分
た
ち
の
や

る
こ
と
が
ほ
か
の
親
た
ち
に
影
響
を
与
え
、
議
論
を
巻
き
起
こ
し
、
い
つ
か
よ
り
豊
か
な
社
会
シ
ス
テ
ム
を
生
む
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
希
望
は
持
っ
て
い
た
と
思
う
。
Ａ

母
に

と
っ
て
社
会
参
加
と
は
、
デ
モ
や
集
会
に
参
加
す
る
よ
う
な
こ
と
に
限
ら
な
い
、
も
っ
と
広
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
公
の
場
で
発
言
す
る
こ
と
の
多
い
人
間
が
、
仕
事
も
育
児

も
一
人
で
全
部
や
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
装
え
ば
、
で
き
な
い
の
は
個
人
の
能
力
が
劣
る
せ
い
だ
と
す
る
社
会
を
よ
り
一
層
強
化
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
人
の
手
を
借
り
ず
に

子
育
て
な
ん
か
で
き
な
い
と
正
直
に
言
い
続
け
る
。
そ
の
う
ち
、
ど
ん
な
親
で
あ
れ
、
子
ど
も
を
育
て
る
の
に
人
の
手
を
借
り
る
の
は
当
た
り
前
と
い
う
社
会
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。
も
ち
ろ
ん
違
う
意
見
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
話
し
合
え
ば
よ
い
。
で
も
、
親
た
ち
が
で
き
な
い
こ
と
を
安
心
し
て
言
葉
に
で
き
て
初
め
て
、
行
政
の
支
援

は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
議
論
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
母
は
そ
う
考
え
て
い
た
と
思
う
。 

一
方
で
、
簡
単
に
声
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
言
葉
に
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
、
母
は
よ
く
知
っ
て
い
た
。
私
の
弟
が
こ
の
世
か
ら
い
な
く
な
っ
た
後
、「
子

を
失
っ
た
母
親
」
と
い
う
型
に
押
し
込
ま
れ
る
こ
と
に
、
母
は
必
死
で
抵
抗
し
て
い
た
。
少
な
く
と
も
私
に
は
そ
う
見
え
た
。
子
ど
も
を
失
っ
た
ば
か
り
な
の
に
派
手
な
服
を
着

て
い
る
、
笑
顔
を
見
せ
た
と
、
陰
で
言
う
人
が
い
る
と
知
り
、
わ
ざ
と
真
っ
赤
な
口
紅
を
つ
け
て
外
出
し
た
。
本
当
に
そ
ん
な
陰
口
を
い
う
人
が
い
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
。
被
害
妄
想
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
黙
々
と
日
常
を
過
ご
す
母
を
見
て
、「
強
い
の
ね
、
私
に
は
と
て
も
そ
ん
な
風
に
は
で
き
な
い
。
」
と
い
う
人
は
確
か
に
い
た
。

も
ち
ろ
ん
傷
つ
け
る
つ
も
り
な
ど
な
く
、
そ
ん
な
に
頑
張
ら
な
く
て
も
い
い
と
④

労
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
母
も
そ
の
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い
た
は
ず
だ
。
で
も
そ

こ
に
無
意
識
に
存
在
す
る
「
子
を
失
っ
た
母
親
」
像
に
傷
つ
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
ひ
と
月
で
も
ふ
た
月
で
も
喪
服
の
ま
ま
泣
き
続
け
る
人
が
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
い
る

と
い
う
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
そ
ん
な
「
子
を
失
っ
た
母
親
」
像
は
幻
想
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
し
た
怒
り
に
、
母
は
の
た
う
ち
回
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
、
た
だ

淡
々
と
毎
日
を
過
ご
し
な
が
ら
、
時
々
感
じ
て
い
る
違
和
感
を
ぽ
つ
り
と
つ
ぶ
や
く
だ
け
な
の
だ
が
、
私
に
は
の
た
う
ち
回
っ
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
。 

あ
の
時
、
母
が
な
に
を
し
た
か
っ
た
の
か
、
私
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
母
が
感
じ
る
違
和
感
は
共
有
し
て
い
た
し
、
そ
の
怒
り
も
理
解
で
き
る
と
思
っ
て
い
た
。
で
も
、

母
が
い
な
く
な
り
、
あ
の
頃
の
作
品
を
読
み
返
し
て
み
て
、
少
し
違
う
見
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。 

母
は
「
死
」
と
い
う
、
人
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
喪
失
を
な
ん
と
か
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
う
す
る
こ
と
が
受
け
止
め
る
こ
と
な

の
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
死
を
受
け
止
め
る
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
、
と
社
会
に
用
意
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
身
を
浸
す
の
だ
け
は
違
う
と
直
感
的
に
わ
か
っ

て
い
た
の
だ
と
思
う
。
だ
か
ら
必
死
に
抵
抗
し
た
。 

 

母
は
、
慰
め
や
涙
を
超
え
た
人
の
声
を
求
め
、
Ｂ

宮
沢
賢
治
の
「
無
声
慟
哭
」
か
ら
、（
注
７
）

ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
に
関
連
し
た
作
品
、
日
本
の
原
爆
や
戦
争
に
関
し
た
も
の
な
ど

を
読
み
あ
さ
り
、
数
年
を
経
て
、
ア
イ
ヌ
の
歌
の
世
界
に
出
会
い
、
大
陸
の
少
数
民
族
に
伝
わ
る
歌
へ
と
関
心
を
広
げ
て
い
っ
た
。
二
○
一
三
年
十
一
月
に
行
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス

の
小
説
家
パ
ス
カ
ル
・
キ
ニ
ャ
ー
ル
氏
と
の
対
談
で
、
母
は
言
っ
て
い
る
。 

 

キ
ル
ギ
ス
で
英
雄
叙
事
詩
マ
ナ
ス
に
触
れ
、
彼
ら
に
と
っ
て
先
祖
か
ら
伝
わ
る
こ
の
歌
は
「
歌
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
た
と
え
領
土
が
奪
わ
れ
て
も
世
界
は
再
生
で
き
る
」

と
い
う
よ
り
ど
こ
ろ
な
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
た
ち
が
生
き
る
社
会
は
喪
失
と
再
生
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
そ
こ
に
豊
か
さ
が
あ
る
。
そ
れ
は
命
の
は
か

な
さ
の
実
感
か
ら
生
ま
れ
る
発
想
で
あ
り
、
Ｃ

現
代
の
不
幸
は
、
喪
失
す
る
こ
と
の
意
味
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。 

 

母
に
と
っ
て
喪
失
を
受
け
止
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
り
の
母
親
と
し
て
慰
め
ら
れ
る
と
か
、
悲
し
み
を
乗
り
越
え
る
と
か
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
喪
失
の
意
味
を
知
る

こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
が
母
に
と
っ
て
の
文
学
で
あ
り
、
希
望
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。 

 

9 
 

 

五
年
前
、
東
日
本
大
震
災
が
起
き
た
。
津
波
と
原
発
事
故
で
、
多
く
の
も
の
が
失
わ
れ
た
。
人
の
命
だ
け
で
は
な
い
。
広
大
な
土
地
と
海
が
汚
染
さ
れ
、
失
わ
れ
た
。
母
は
す

ぐ
に
声
を
あ
げ
た
。
友
人
た
ち
に
メ
ー
ル
を
送
っ
て
一
緒
に
声
を
上
げ
よ
う
と
呼
び
か
け
、
集
会
や
デ
モ
に
参
加
し
た
。
国
が
間
違
っ
た
方
向
に
進
ん
で
い
る
と
思
っ
た
と
き
声

を
上
げ
る
の
は
、
母
に
と
っ
て
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
と
、
同
時
に
母
は
こ
の
事
故
の
意
味
を
考
え
始
め
た
。
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
二
三
九
の
半
減
期
で
あ
る
二
万
四
千
年
と
い

う
時
間
は
、
人
間
か
ら
し
て
み
れ
ば
永
遠
に
等
し
く
、
喪
失
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
新
た
な
恐
怖
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
喪
失
と
再
生
を
繰
り
返
し
て
き
た
人
間
の
想
像
力

を
ぶ
ち
破
っ
た
、
と
母
は
言
う
。
人
間
が
こ
こ
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
そ
の
問
い
を
抱
え
て
、
母
は
歴
史
を
遡
っ
た
。
原
発
事
故
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
私
た

ち
が
見
失
っ
て
い
た
も
の
を
、
探
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
迷
い
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。 

  

こ
う
し
て
み
る
と
、
母
は
ど
こ
ま
で
も
前
向
き
な
人
だ
っ
た
と
改
め
て
思
う
。
毎
日
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
る
絶
望
的
な
報
道
に
危
機
感
を
⑤

募
ら
せ
な
が
ら
も
、
Ｄ

感
傷
的
に

な
っ
た
り
、
刹
那
的
に
投
げ
出
し
た
り
す
る
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
⑥

架
空
の
夢
の
国
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
生
き
る
こ
の
社
会
を
描
き
続
け
た
文
学
の
あ
り
方
に
も
、
社

会
を
変
え
よ
う
と
直
接
声
を
上
げ
て
き
た
市
民
と
し
て
の
あ
り
方
に
も
、
な
に
が
あ
っ
て
も
明
日
を
手
ば
な
さ
な
か
っ
た
母
ら
し
さ
を
感
じ
る
。
私
は
ま
だ
ま
だ
母
に
は
遠
く
及

ば
な
い
。
で
も
、
せ
め
て
母
の
よ
う
に
Ｅ

前
向
き
に
社
会
と
向
き
合
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。 

 

世
界
は
そ
う
簡
単
に
は
な
く
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

   

   

（
注
１
）
母
―
―
小
説
家
の
津
島
佑
子
（
一
九
四
七
年
～
二
○
一
六
年
）
。 

（
注
２
）
湾
岸
戦
争
―
―
一
九
九
○
年
八
月
の
イ
ラ
ク
に
よ
る
ク
ウ
ェ
ー
ト
侵
攻
を
き
っ
か
け
に
、
国
際
連
合
が
多
国
籍
軍
の
派
遣
を
決
定
し
、
一
九
九
一
年
に
イ
ラ
ク
を
空
爆 

す
る
こ
と
で
始
ま
っ
た
戦
争
。 

（
注
３
）
中
上
健
次
―
―
日
本
の
小
説
家
（
一
九
四
六
年
～
一
九
九
二
年
）
。 

（
注
４
）
柄
谷
行
人
―
―
日
本
の
哲
学
者
・
文
芸
批
評
家
（
一
九
四
一
年
～
）
。 

（
注
５
）
ベ
平
連
―
―
「
ベ
ト
ナ
ム
に
平
和
を
！
市
民
連
合
」
の
略
称
。
日
本
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
反
戦
及
び
反
米
団
体
。
運
動
団
体
と
し
て
の
規
約
や
会
員
名
簿
は
な
く
、
何
ら 

か
の
形
で
平
和
運
動
に
参
加
し
た
人
々
や
団
体
を
「
ベ
平
連
」
と
呼
ん
だ
。 

（
注
６
）
学
童
保
育
―
―
主
に
日
中
、
保
護
者
が
家
庭
に
い
な
い
小
学
生
児
童
に
対
し
て
、
授
業
の
終
了
後
に
遊
び
や
生
活
の
場
を
与
え
て
、
児
童
の
健
全
な
育
成
を
図
る
保
育 

事
業
の
総
称
。 

（
注
７
）
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
―
―
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
国
家
を
あ
げ
て
推
進
し
た
人
種
差
別
に
よ
る
絶
滅
政
策
と
強
制
労
働
に
よ
り
、
多
く
の
犠
牲
者
を 

出
し
た
強
制
収
容
所
。 
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問
一 

傍
線
部
①
～
⑥
の
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
ａ
「
途
方
に
暮
れ
て
」
、
傍
線
部
ｂ
「
苦
し
紛
れ
」
、
傍
線
部
ｃ
「
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
」
の
意
味
を
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
三 

傍
線
部
Ａ
「
母
に
と
っ
て
社
会
参
加
と
は
、
デ
モ
や
集
会
に
参
加
す
る
よ
う
な
こ
と
に
限
ら
な
い
、
も
っ
と
広
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
「
も
っ
と
広
い
意 

味
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
四 

傍
線
部
Ｂ
「
宮
沢
賢
治
」
の
出
身
地
と
し
て
正
し
い
も
の
を
選
び
、
記
号
を
記
し
な
さ
い
。 

 

 

ア 

青
森
県
津
軽 

 
 

イ 

北
海
道
小
樽
市 

 
 

ウ 

岩
手
県
花
巻
市 

 

エ 

東
京
都
武
蔵
野 

 

問
五 

傍
線
部
Ｃ
「
現
代
の
不
幸
は
、
喪
失
す
る
こ
と
の
意
味
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
六 

傍
線
部
Ｄ
「
感
傷
的
」
を
使
っ
て
短
文
を
作
り
な
さ
い
。 

 
 
 
 
 

問
七 

傍
線
部
Ｅ
「
前
向
き
に
社
会
と
向
き
合
い
た
い
」
と
あ
る
が
、
あ
な
た
に
と
っ
て

、
、
、
、
、
、
、
社
会
と
向
き
合
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
あ
な
た
の
考
え
を
記
し
な
さ
い
。 

  

1 

Ⅰ 次の(1)～(15)の（ ）内に入れるのに最も適当なものを、それぞれ下の①～④のうちか

ら一つずつ選びなさい。 

(1)  I’m really (     ), too.  Let’s go and get a drink. 

① loud ② sharp ③ tasty ④ thirsty 

 

(2)  When you use this coupon, show it to the (     ) at the cash register before you pay.  

① clerk ② dentist ③ mayor ④ poet 

  

(3)  The next time you go to the library, (     ) you take this book back for me?                  

① may ② must ③ should ④ would 

 

(4)  After graduating from university, she was (     ) by a local bank.                                       

① arranged ② described ③ employed ④ recycled 

 

(5)  She is still in (     ) with the couple she met during her stay in Italy ten years ago. 

① contact ② detail  ③ effect ④ pleasure 

 

(6)  They (     ) an apartment in Sapporo now, but they hope to buy a house of their own in the 

near future.           

① draw  ② lent  ③ match  ④ rent 

 

(7)  “Can you help me build these bookcases?”  “I’ll be happy to lend you a (     ).”                          

① card ② hand ③ sea ④ time 

 

(8)  Welcome back!  Did you enjoy (     ) around Hokkaido by yourself? 

① to travel ② travel  ③ traveled  ④ traveling 

 

(9)  The store ordered only 30 copies of the new video game because they did not (     ) that it 

would be so popular. 

 

① expect ② neglect  ③ respect ④ want 

 

(10)  Did you know today’s baseball game has been (     ) because of strong wind? 

① called off ② let down ③ passed on  ④ taken apart 

 

  

2 

(11)  I go to the movies (     ), but usually I rent a video and watch it at home. 

 ① high and low  ② in and out ③ now and then ④ up and down 

 

(12)  I’d love to go with you but I can’t (     ) the plane fare. 

 ① afford ② allow  ③ buy  ④ lend  

 

(13)  Soccer practice was canceled, (     ) I decided to go home when classes finished. 

 ① because  ② for ③ so  ④ though 

 

(14)  (     ) he was tired, he stayed up late at night to finish his homework. 

 ① Because ② However ③ Though ④ Whether 

 

(15)  “What color are we going to paint my room?”  “(     ) it’s your room, I think you should 

choose the color.” 

 ① But ② If  ③ Since  ④ When 

 

 
 
Ⅱ 次の(1)～(5)について、日本文の意味になるように、それぞれの語群の語句を並べ替え 

て英文を作り、解答欄に全文を書きなさい。 

(1) 台風のために電車は時間通りに札幌駅に到着しなかった。 

The typhoon [ time, the train, kept, arriving, from, on ] at Sapporo Station. 

 

(2) 残念ながら彼らは明日スキーに行けないだろう。 

I’m [ that, they, skiing, go, can’t, afraid ] tomorrow. 

 

(3) あなたがスペイン語を学んだ理由を教えてください。 

Please [ the reason, me, you, learned, tell, why ] Spanish. 

 

(4) 彼の家は私の家のほぼ 3 倍の大きさです。 

His house [ times, is, large, three, as, as ] mine. 

 

(5) 息子は私に球場に連れて行ってもらいたがった。 

My son [ him, me, take, wanted, to, to ] the ball park. 

  

3 

Ⅲ 次の英文を読んで、後の問に答えなさい。 

 

Traveling overseas for a homestay to brush up their English or try life in another culture has 

become almost de rigueur for Japanese students, with many going as teenagers through their schools 

or as a private arrangement. However, the costs involved mean such an experience is often beyond 

the reach of students from single-parent households or children’s homes. 

   A Tokyo-based NPO called Chokkura Home Stay (CHS) is working to change this, one student 

at a time. As the name suggests, CHS arranges mini domestic “homestays” with foreign families in 

Japan. The period can range from a few hours to a weekend. 

   CHS is the brainchild of Keiko Ishikawa, who began reflecting on cultural differences after 

transferring from international school to the Japanese education system as a youngster. Finding that 

many of her peers regarded English simply as a language tool, she wanted to help open people’s eyes 

to the value of cultural exchange as a way to embrace differences and develop mutual respect. 

   Founded in 2014, CHS matches students in the Kanto area with international families willing to 

open their homes. Along with a website, CHS is proactively using social media to reach out through 

Facebook, Twitter and Instagram. Part of the program’s success lies with careful interviewing and 

matching of hosts and guests alike. 

   According to participant Atsu, CHS allowed her to make friends with non-Japanese for the first 

time. “Even though my home visit was in Japan, spending time with my international host was like 

experiencing the fun of an overseas homestay and a different lifestyle,” she says. 

   Another student called Murakami admits that starting small was helpful for developing his 

confidence. “I think that going overseas right off the bat would be difficult for me,” he explains. 

“But by starting off with a short domestic homestay, I could participate without any worries.” 

   While most students cite developing confidence in English and learning about another culture as 

the main benefits of the program, at least one ended up with much more.  

   “After the homestay, we issue a ‘certificate of participation’,” explains Ishikawa. “One of the 

participants was able to enter a university through a scholarship program, because they gained some 

points by showing the certification from our domestic homestay program.” 

 

注  de rigueur 必須、必要不可欠  proactively 積極的に  right off the bat すぐに 

 

Adapted from Louise George Kittaka, ‘Students benefit from homestays without going overseas,’ 

The Japan Times, November 29, 2017  

 

  

4 

問 次の(1)～(8)の各問に英語で答えなさい。 
(1) What does CHS do? 

(2) Who started CHS? 

(3) When was CHS founded? 

(4) How does CHS find host families? 

(5) What does CHS do to make their program successful? 

(6) Why did Murakami participate in the program? 

(7) What do most of the participants in the program think are the benefits of the program?  

(8) How did a “certificate of participation” issued by the program help one high school student? 
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IV  次の英文を読んで、後の問に答えなさい。 

 

Harassment is understood as behavior that makes someone feel unpleasant or threatened 

through verbal or physical conduct that no one would want or welcome.  It offends and embarrasses 

a person physically or emotionally.  Worse yet, once it starts, the behavior tends to persist, and it is 

hard to stop it. 

There are many kinds of harassment.  One particular type of harassment has recently drawn 

national attention in Japan.  It is harassment in sports.  We have seen world-class athletes come 

out and accuse their coaches of harassment on national media.  We presume that athletes and their 

coaches spend so much time working together to produce excellent results.  Therefore, the great 

achievements of athletes and the harassment charges against their coaches are so foreign to each 

other, but harassment in sport is a sad fact.  Some athletes are even forced to speak up in public.  

Recently, we saw an underage college American football player decide to appear at a national press 

conference.  One dangerous tackle he performed in a game was recorded on the video, spread on 

YouTube, and viewed and criticized by a vast number of people all over the country.  He had to 

explain in detail how the harassment by his coaches led to the incredibly dangerous tackle. 

Critics say it is impossible to eliminate harassment from society partly because it’s deeply 

rooted in human nature and partly because it’s often very difficult to prove.  It doesn’t mean, 

however, that nothing can be done about it.  The #Me Too Movement in the United States gives us 

a hint.  Twitter played a crucial role in it.  The still small voices of many women suffering from 

sexual harassment were united through the SNS and eventually became a movement.  The 

movement gained so much momentum and power that it actually helped drive some harassing 

politicians out of office.  

 

注 press conference 記者会見   #Me Too Movement  #(ハッシュタグ)ミー・トゥー運動。

米国で俳優らがセクハラ被害を告発したことが発端となり、Twitter (ツイッター)という SNS

を介して広がった告発運動    momentum 活動などの勢い 

 

  

6 

問 1 次の各文のうち、本文に書かれているものには〇を、書かれていないものには×をつけなさ

い。 
(1) If you are offended by someone’s unwanted words or actions, it is considered harassment. 

(2) Power harassment and sexual harassment are two major types of harassment in Japan. 

(3) It is difficult for us to think world-class athletes are harassed by their coaches. 

(4) Harassment is said to be caused by something that is part of our human nature. 

(5) If those suffering from harassment speak up through an SNS, it may help cause more 

harassment. 

 
問 2 次の二つの質問のうちどちらか一つを選び、英語で答えなさい。ただし、理由や具体

例などあなたの答えの根拠を示し、30 語以上で書くこと。 
(1) What specifically would you do if you experience any kind of harassment at school? 

(2) Do you agree or disagree with what the athletes did about harassment by their coaches? 

1 

 

Ⅰ 次の文を読み、下の問に答えなさい。 

 

 縄文時代の人びとは、自然物や自然現象に霊魂の存在を認める  1  的世界観を持っ

ていた。妊娠した女性を表現した  2  に加えて、抜歯や屈葬が行われていたことを示

す人骨が出土していることから、呪術が支配する社会であったと考えられている。 

 弥生時代になると、中国大陸や朝鮮半島から稲作や金属器のすすんだ技術が伝えられた。

水稲耕作については、はじめは  3  でつくった木製農具を使っていたが、やがて鉄製

農具が普及していった。収穫物などは  4  に収納され、集落は濠、土塁、柵列などに

よって厳重に守られた。 

 紀元前後から 3世紀ころまでの日本列島の様子は、①中国の歴史書に次のように記述され

ており、集落間で激しい争いが行われていたことがうかがわれる。 

 

  建武中元二年、倭の  5  国貢を奉じて朝賀す。使人は自ら大夫と称す。倭国の極 

南界なり。  6  賜ふに②印綬を以ってす。安帝の永初元年、倭国王帥升等、生口百

六十人を献じ、請見を願ふ。桓・霊の間、倭国大いに乱れ、更々相攻伐し、歴年主無し。 

 

 3 世紀後半になると、西日本各地にさまざまな古墳が出現する。古墳は首長の墳墓として

つくられたもので、大きな墳丘をもつ古墳の上には  7  が並べられた。遺体は 

  8  などにおさめられ、呪術的色彩の強い銅鏡や  9  も見つかっている。これ

らのことから、首長は祭政一致の権力をふるった支配者だったことがうかがえる。 

 

問 1   1  ～  9  に当てはまる語句を次の a～pから選び、記号で答えなさい。 

 

 a 竪穴式石室  b  高床倉庫  c 群集墳  d 土偶  e 仏教  f  光武   

g 磨製石器  h 石棒   i 太占の法  j 玉  k 屯倉    l 奴   

m アニミズム    n 埴輪    o  武    p  銭貨     

 

問 2 下線部①について、この歴史書名を答えなさい。 

 

問 3 下線部②について、この金印には何と刻まれていたか、漢字で答えなさい。また、こ 

の金印が発見された場所はどこか、次の a～eから選び、記号で答えなさい。 

  

 a 奈良県桜井市  b 福岡県宗像市沖ノ島  c 奈良県田原本町   

d 香川県三豊町  e 福岡県福岡市志賀島 

 

 

2 

 

Ⅱ 次の文を読み、下の問に答えなさい。 

 

天智天皇の死後、壬申の乱に勝利した大海人皇子は飛鳥浄御原宮で即位し、  1  天

皇となった。大きな政変をへて豪族の実勢力には浮沈が生じていたため、①684 年には天皇

を中心とする新しい身分秩序を布いた。  1  天皇のあとをついだ  2  天皇は、

689 年に飛鳥浄御原令を公布し、それにもとづいて 690 年には庚寅年籍などがつくられた。

その後、  3  天皇の時代に藤原不比等や刑部親王らによって大宝律令が完成し、律令

制度の仕組みが整えられた。この大宝律令は、718 年ごろにつくられた養老律令とほぼ同じ

内容だったと推定されている。 

律令国家では、中央における重要な政務は太政官会議で審議され、②八省が政務を分担し

た。地方は③五畿七道に区分され、国、郡、里の組織が整備された。律令の中でも、令には

民衆の身分に関する諸法規や④班田収授法を中心とする土地制度、⑤調や庸などの租税制度

が規定された。 

律令制の確立に力をつくした藤原不比等は娘を天皇家に嫁がせたが、その没後には天皇

や政権担当者がめまぐるしく変わっていった。社会の動揺がつづくなか、政治と仏教との

結びつきも強くなっていった。741 年に、  4  天皇は国分寺建立の詔を出して、国ご

とに国分寺と国分尼寺を建立しようとした。さらに、⑥743 年に大仏造立の詔を出し、⑦745

年に都を平城京にもどしたあとは奈良で造立をつづけ、752 年に東大寺で盛大な大仏開眼の

儀式を行った。 

 

問1   1  ～  4  に当てはまる天皇名を次のa～ｊから選び、記号で答えなさい。 

 

 a 孝謙  b 文武  c 持統  d 淳仁  e 元正  f 元明  g 天武 

h 桓武  i 斉明  j 聖武 

 

問 2 下線部①について、この年に制定された天皇を中心とする新しい身分秩序を何と呼ぶ

か、答えなさい。 

 

問 3 下線部②について、八省の中で税制や戸籍などを掌握したのは何省か、答えなさい。 
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問 4 下線部③について、次の表の a、bに当てはまる語句を答えなさい。 

五畿 七道 

大和国 b 

山背国 東海道 

a 西海道 

和泉国 南海道 

摂津国 北陸道 

 山陽道 

 山陰道 

 

問 5 下線部④について、班田収受法により支給された田地を何と呼ぶか、答えなさい。 

 

問 6 下線部⑤について、調や庸を京まで運ぶ人夫を何と呼ぶか、答えなさい。 

 

問 7 下線部⑥に関連して、次の史料の  ア  に当てはまる語句を、語群 Aから選び記

号で答えなさい。また、史料の下線部に関連して、信者を率いて大仏建立事業に協力した

僧侶は誰か、語群 Bから選び記号で答えなさい。 

 

 天平十五年、歳癸未に次るの十月十五日を以て、菩薩の大願を発して、  ア  金銅

の像一軀を造り奉る。……もし、更に人、情に一枝の草一把の土を持って、像を助け造ら

むと願ふ者あらば、恣にこれを聴せ。 

 

 語群 A a 如意輪観音  b 不動明王  c 薬師如来  d 阿弥陀如来 

e 盧舎那仏  f 弥勒菩薩 

 

 語群 B  a 鑑真  b 行基  c 道鏡  d 親鸞  e 最澄  f 空海 

 

問 8 下線部⑦に関連して、古代における都の変遷として、左から古い順に並んでいるもの

を a～fから選び、記号で答えなさい。 

 

 a 平城京 → 紫香楽宮 → 藤原京 → 難波宮 → 平城京 

b 難波宮 → 平城京 → 紫香楽宮 → 藤原京 → 平城京 

c 藤原京 → 難波宮 → 平城京 → 紫香楽宮 → 平城京 

d 紫香楽宮 → 平城京 → 藤原京 → 難波宮 → 平城京 

e 藤原京 → 平城京 → 難波宮 → 紫香楽宮 → 平城京 

f 平城京 → 難波宮 → 藤原京 → 紫香楽宮 → 平城京 
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Ⅲ 次の文を読み、下の問に答えなさい。 

 

 豊臣秀吉は  1  によって村々の石高を確定した。枡を  2  に統一し、土地の

生産力を米の量で換算することで全国の生産力を把握する石高制を確立した。実際に耕作

している農民の田畑と屋敷地を登録した  3  の原則を採用した。農民は自分の田畑の

所有権を法的に認められることになったが、自分の持ち分の石高に応じた年貢などの負担

を義務づけられることになった。 

秀吉は、畿内・四国平定後の 1587 年に九州平定のために出陣し、島津氏を降伏させた帰

路、箱崎で  4  を発令し、宣教師の国外追放を命じた。日本は神仏習合した「神国」

であるという理由で南蛮などのキリスト教国が日本で布教することを原則的に禁止し、宣

教師は発令日より 20 日の間に帰国するように命じた。1588 年に  5  を出して倭寇な

どの貿易の障害となるような海賊行為を禁止し、海上支配を強化したが、南方との貿易は

奨励した。秀吉が徹底した禁教政策をとらなかったのは貿易に魅力を感じていたためだ。

そのため、貿易活動と一体化して布教が行われていたキリスト教の取締りは不徹底に終わ

った。 

 1588 年には、京都に  6  を築造して後陽成天皇を迎え、諸大名に権力を誇示した。

全国統一を終えた1591年に、秀吉は全国の大名に対し、その領国の  7  と  8  の

提出を命じた。なお、豊臣政権の直轄地は  9  と呼ばれた。 

 織田信長・豊臣秀吉の時期をその居城の地名にちなんで、  10  時代とも呼び、こ

の文化を  11  という。雄大な天守閣を持つ城がつくられ、①内部は華やかな障壁画で

かざられた。堺の千利休は、  12  の儀式を定め、大名や商人の交流の場となった。

また、人々の間では②南蛮風の衣服などの風俗が流行し、南蛮文化が広まった。 

 

問 1   1  ～  12  に当てはまる語句を次の a～rから選び、記号で答えなさい。 

 

 a 茶の湯  b  楽市令  c 国絵図  d 一地一作人  e 南蛮貿易  f  京枡   

g 太閤検地  h 書院造   i 種子島  j 桃山文化  k 聚楽第    l 刀狩 

m 蔵入地    n 安土・桃山    o  海賊取締令    p  検地帳    q  人掃令     

r  バテレン追放令 

 

問 2 下線部①について、この時代に壮麗な障壁画を多く描いた代表的な画家を何というか

答えなさい。 

 

問 3 下線部②について、南蛮人はどこの国の人にあたるか。2つ答えなさい。 
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Ⅳ 下の略年表を見て、下の問に答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1 年表の①について、鎖国政策をとっていた朝鮮に対して、武力行使をも辞さないとい

う強硬策で日本と国交を結ばせようとした主張を何というか。また、この主張が否決され

たことでその一派が一斉に下野した政変を何というか、答えなさい。 

 

問 2 年表の②に起きた、低米価のもとで過去の高米価も含めて平均した地価を基準に地租

を定めることに反発する大規模な農民一揆を何というか、答えなさい。 

 

問 3 年表の③について、片岡健吉が国会開設を求めたが、政府に却下され実現しなかった。

この時、天皇に提出しようとした意見書を何というか、答えなさい。 

 

問 4 年表の④について、開拓使官有物払下げ事件から国会開設の勅諭までの一連の改革を

何というか、答えなさい。 

 

問 5 年表の⑤について、親日派の閔氏一族に反対した大院君が反乱をおこし、これに呼応

して民衆が日本公使館を包囲したことを何というか、答えなさい。 

 

年代 主なできごと 

①1873 徴兵令。地租改正条例 

  1874 民撰議院設立の建白。佐賀の乱。台湾出兵 

  1875 樺太・千島交換条約。江華島事件 

②1876 日朝修好条規。廃刀令。 

③1877 西南戦争 

  1878 地方三新法制定 

  1879 琉球藩を廃し、沖縄県設置（琉球処分） 

  1880 国会期成同盟。集会条例。工場払下概則 

④1881 国会開設の勅諭。自由党結成。 

⑤1882 改進党結成。日銀開業 

⑥1885 天津条約。大阪事件。内閣制度発足 

  1889 大日本帝国憲法発布。大隈外相遭難 

⑦1890 府県制・郡制公布。第 1回帝国議会開会 

  1894 日英通商航海条約調印。日清戦争(～95) 

⑧1895 三国干渉 
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問 6 年表の⑥について、福澤諭吉が発表した、アジアの連帯を否定し日本がアジアを脱し

て欧米列強の一員となるべきこと、清国・朝鮮に対しては武力をもって対処すべきことを

主張したものを、漢字 3文字で記しなさい。 

 

問 7 年表の⑦について、「政府の政策は政党の意向によって左右されてはならない」とす

る考えを何主義というか、答えなさい。 

 

問 8 年表の⑦について、次の（１）、（２）に答えなさい。 

（１） 自由党の初代党首は誰か。 

（２） 立憲改進党の初代党首は誰か。 

 

問 9 年表の⑧について、日清戦争の講和条約を何というか、答えなさい。 
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Ⅰ わが国の財政について記述した以下の文章を読み、後の問に答えなさい。 

 
日本の平成 30 年度一般会計予算は約（ ① ）兆円である。その他の歳出を除き、最大

の歳出は A 社会保障関係費 33.7％で、第 2 位の B 国債費 23.8％、第 3 位の C 地方交

付税交付金等 15.9%を合わせて、歳出のおよそ D    /4 を占めており、この歳出を補

う歳入源は、E 税収 60.5％、公債費 34.5％で、公債金収入に強く依存した国家会計構造と

なっていることが判る。歳出超過は平成元年から続いているが、（ ② ）への依存は平

成 10 年から顕著になった。 
このような危機的財政構造に陥った経済史的原因は、1980 年代初頭に対米貿易の

（ ③ ）が顕著となって世界経済の不均衡による（ ④ ）の発生が予見されたため、

経済先進 5 か国蔵相・中央銀行総裁会議、すなわちＧ５：アメリカ・日本・F     に

よる G         合意によって（ ⑤ ）が誘導されたことにさかのぼれるだろう。以

下に、今日の財政状況との関係性において、その後の経済政策の推移をたどってみよう。 
この国際合意による（ ⑥ ）市場への（ ⑦ ）介入によって、急速な（ ⑧ ）と

（ ⑨ ）が生じた。為替レートは１ドル（ ⑩ ）円から（ ⑪ ）円に急速に変化し、

我が国の（ ⑫ ）産業は円高不況に陥った。この影響を受け、1980 年代後半には産業基

盤である（ ⑬ ）拠点を海外へシフトさせる動きが顕著となったが、このような海外へ

の H 直接投資によって国内産業の（ ⑭ ）化と労働環境の悪化が懸念されるようにな

ったため、その対抗措置として、日本銀行が金融政策として公定歩合の（ ⑮ ）を実施

した。 
その後、徐々に国際的な景気回復期に入ったが、不況時の損失補填のために日銀の景気

テコ入れ策が継続したことから、国内資金が（ ⑯ ）に向かって投資され、いわゆる「バ

ブル経済」が発生した。その後、公定歩合の引き上げに伴ってバブル景気は崩壊したが、

過剰な不動産担保による（ ⑰ ）回収不全による不良（ ⑰ ）が発生し、消費税 5％
への引き上げによる個人消費の落ち込み、金融機関の貸し（ ⑱ ）が起こり、企業の資

金繰りを圧迫した。資金不足に陥った企業は、新規採用の停止やリストラによって生産活

動を維持しようとしたが、失業率が増加し、長期の景気低迷によるデフレスパイラルに陥

った。 
一方、このような不景気期間における経済政策には、（ ⑲ ）投資による有効需要の

増大、（ ⑳ ）による家計の可処分所得の増加が挙げられる。 
 

問１ 下線部 A 部分の費用内訳で正しいものを次のア～エから一つ選び、記号で答えなさ

い。 
 

ア 年金・介護・医療 
イ 防衛・建設・年金 
ウ 福祉・医療・介護 
エ 防衛・教育・医療 

 
問２ 下線部 B の内容を簡単に説明しなさい。 
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問３ 下線部 C の内容を簡単に説明しなさい。 
 
問４ 下線部 D の数値を、整数で表しなさい。 
 
問５ 下線部 E の内訳を示しなさい。 

 
問６ 下線部 F の組み合わせで正しいものを次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。 

 
ア ソビエト・イギリス・フランス 
イ イギリス・西ドイツ・オランダ 
ウ フランス・西ドイツ・イギリス 
エ ソビエト・イギリス・オランダ 
 

問７ 下線部 G の名前を記しなさい。 
 

問８ 下線部 H 以外の投資の内容を簡単に記しなさい。 
 

 
問９ 本文中の空欄（ ① ）～（ ⑳ ）を埋めるのに最も適切な語句を次の中から選

んで答えなさい。 
 
 1. 78  2. 98 3. 120  4. 250  5. ドル高 

 6. 生産  7. 輸入  8.  海外  9. ドル安 10. 単独 

11. 円安 12. 恐慌 13. 税金 14. 為替 15. 緩和 

16. 赤字 17. 協調 18. 黒字 19. 動産 20. 国債 

21. 不動産 22. インフレ 23. 輸出 24.  空洞 25. 引締め 

26. 倒し 27.  渋り 28. 円高 29. デフレ 30. 経済危機 

31. 負債 32.  民間 33. 債権 34. 持ち直し 35. 減税 

36. 供給 37.  落ち込み 38.  公共 39.  増税 40. 需要 
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Ⅱ 資本主義経済の経済主体に関する以下の問に答えなさい。 

 
問題Ⅰに示した巨視的な経済動向に対し、生産と生活および両者の調整を行う微視的な

経済主体は普遍であり、資本主義経済の根本的な社会要素となっている。 
次図は、資本主義経済における、商品（財とサービス）を消費する「家計」と、その生

産を行う「企業」、両者の経済活動関係を調整する「政府」の、３つの経済主体の関係を

示したものである。 
この図に基づいて、後の問に答えなさい。 
 

 
 
 

問１ 各要素関連について、図中のアルファベット A―E の矢印が示す方向へ送られる財

やサービスを、次のア～クから選び、記号で答えなさい。 

 

ア 社会保障  イ 商品  ウ 補助金  エ 所得税  

オ 法人税   カ 賃金  キ 労働力  ク 貯蓄 

 
問２ 「公共サービス」とはどのようなことか、簡単に説明しなさい。 

 
問３ 「可処分所得」の計算式を示し、それを簡単に説明しなさい。 
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Ⅲ 次の文章を読んで、後の問に答えなさい。 
 

日本は 1945 年 8 月に（ ① ）宣言を受諾し、Ａ 連合国軍総司令部の占領下におか

れた。このような状況下において、日本国憲法は、1946 年 11 月 3 日公布、翌年 5 月 3 日

に施行された。Ｂ 日本国憲法で保障されている基本的人権は、制定後 70 年を経過する

中で社会や経済が変化し、発展していくことによって、憲法制定当時には想定していなか

ったものを権利として保障することが求められるようになり、Ｃ 新しい人権として環境

権、知る権利、プライバシーの権利、自己決定権などが主張されるようになった。 
Ｄ 人権保障の運動は、世界的にも第二次世界大戦後盛んになった。（ ② ）大統領フ

ランクリン・ルーズベルトは、1941 年、言論と意思表明の自由、信仰の自由、恐怖からの

自由、欠乏からの自由を民主主義の原則とした。1948 年国連総会で各国が達成すべき人権

保障の基準を示す（ ③ ）宣言が採択された。しかしこの宣言には法的（ ④ ）がな

かったため、その後法的（ ④ ）のある条約として（ ⑤ ）規約が採択された。さら

に難民条約など国際的に人権を保障しようと条約が締結されていった。日本が採択した条

約には、人種差別撤廃条約などがある。Ｅ 条約は、批准という手続きが取られる。（ ⑥ ）

が条約を締結するが、事前または事後に（ ⑦ ）の承認が必要である。その後、（ ⑧ ）

が認証する。たとえば、人種差別撤廃条約が批准されたことによって、国内法の整備が図

られ、（ ⑨ ）文化振興法が制定されている。2020 年 4 月、（ ⑨ ）の歴史・文化の

理解促進や継承を目的に、民族共生象徴空間（愛称「ウポポイ」）が北海道の（ ⑩ ）町

にオープンする予定となっている。 
 
 
問１ 文中の空欄（ ① ）～（ ⑩ ）を埋めるのに最も適切な語句を答えなさい。 
 
 
問２ 下線部Ａに関して、この連合国軍総司令部の英語の略称をアルファベット３字（大

文字）で答えなさい。 
 
 
問３ 下線部Ｂに関して、 

a） 次の人権と人権が問題とされた訴訟・事件との組み合わせのうち、不適切な組み

合わせの個数を答えなさい。なお、ひとつもない場合は０と答えなさい。 
 

・信教の自由 － 愛媛玉串料訴訟  
・信教の自由 － 砂川市空知太神社政教分離訴訟 
・思想・良心の自由 － 三菱樹脂訴訟  
・表現の自由 － 『石に泳ぐ魚』事件 
・学問の自由 － 東大ポポロ劇団事件 
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b) 日本に居住することが認められている外国人に保障されていない権利を次のア～

オから選び、記号で答えなさい。 
 
ア プライバシーの権利 イ 選挙権      ウ 就労する権利 
エ 年金に加入する権利 オ 最低賃金の受給権 

 
 
問４ 下線部Ｃに関して、新しい人権と関係ある事柄の組み合わせのうち、不適切な組み

合わせの個数を答えなさい。なお、ひとつもない場合は０と答えなさい。 
 
・環境権 － 大阪空港公害訴訟  
・知る権利 － 情報公開法 
・プライバシー権 － 『宴のあと』事件 
・自己決定権 － インフォームド・コンセント 

 
問５ 下線部Ｄに関して、 

a） 自然権思想が初めて打ち出されたものを次のア～オから選び、記号で答えなさ

い。 
 
ア マグナ・カルタ  イ 権利請願     ウ ヴァージニア権利章典 
エ アメリカ独立宣言 オ フランス人権宣言 

 
b） 1919 年に制定され、社会権を世界で始めて保障した憲法の名称をカタカナ５字

で答えなさい。 
 
問６ 下線部Ｅに関して、日本がこれまで採択した条約のうち、批准していない条約を次

のア～オから選び、記号で答えなさい。 
 
ア 女性差別撤廃条約 イ 拷問禁止条約 ウ 難民条約 
エ 子どもの権利条約 オ 死刑廃止条約 

- 6 -

Ⅳ 次の文章は日本国憲法の前文の一部である。これを読んで、後の問に答えなさい。 
 

日本国民は、正当に選挙されたＡ 国会における代表者を通じて行動し、われらとわれ

らの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす

恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決

意し、ここにＢ 主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそもＣ 国

政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民

の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であ

り、この憲法は、かかる原理に基くものである。Ｄ われらは、これに反する一切の憲法、

法令及び詔勅を排除する。 
日本国民は、Ｅ 恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自

覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を

保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永

遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われら

は、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有す

ることを確認する。（以下略） 
 
 
問１ 下線部Ａに関して、次の文中の空欄（ ① ）～（ ④ ）を埋めるのに最も適切

な数字を答えなさい。 
国会は、衆議院と参議院の二院からなる。参議院議員の任期は、（ ① ）年であ

るが、（ ② ）年ごとに半数ずつ改選される。参議院議員の被選挙権は（ ③ ）

歳以上である。 
衆議院が解散されたとき、参議院も同時に閉会となる。内閣が緊急の必要がある

と判断したとき緊急集会が開かれる。この緊急集会で取られた措置は臨時のもので

あって、次の国会開会後（ ④ ）日以内に衆議院の同意がなければ、効力を失う。 
 
 
問２ 下線部Ｂに関して、 

a） 主権が国民に存することは、日本国憲法の三大原理の一つであって、もう一つは

平和主義である。残るあと一つの原理を答えなさい。 
 
b） 国民主権が採用されたことにより、天皇は、国政に関して権能を持たないことと

なった。日本の天皇が有する日本国憲法上の地位を答えなさい。 
 
c） 天皇が内閣の助言と承認に基づいて行う行為を答えなさい。   
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問３ 下線部Ｃに関して、次の文中の空欄（ ① ）～（ ⑯ ）を埋めるのに最も適切

な語句または数字を答えなさい。 
日本の政治体制は、（ ① ）制を採用し、内閣が国会（議会）の信任に基づい

て存立し、議会に対して（ ② ）責任を負っている。内閣と国会の関係は、衆議

院には内閣（ ③ ）決議権があり、（ ③ ）案が可決された場合、内閣は（ ④ ）

するか、衆議院を（ ⑤ ）する権限を持つ。 
またアメリカの政治体制は、（ ⑥ ）制を採用し、行政府の長である（ ⑥ ）

が大きな権限を持つ。（ ⑥ ）と議会の関係は、議会には（ ⑥ ）への（ ③ ）

決議権はなく、（ ⑥ ）には議会（ ⑤ ）権をもたない。 
日本の地方公共団体の政治の仕組みは、（ ① ）制と（ ⑥ ）制を併せ持っ

ている。地方議会は、一院制で住民による（ ⑦ ）選挙で選出される任期（ ⑧ ）

年の議員で構成され、（ ⑨ ）の制定・改廃、予算の議決の権限を持つ。首長（知

事、市町村長）は、住民の（ ⑦ ）選挙で選出され、任期は（ ⑧ ）年であっ

て、（ ⑩ ）税の徴収、（ ⑨ ）の執行、議案の提出、予算の作成を行い、（ ⑪ ）

事務、（ ⑫ ）事務を処理する。首長は、議会が可決した（ ⑨ ）、予算案に異

議あるとき、（ ⑬ ）を要求できる。議会が出席議員の３分の（ ⑭ ）以上の賛

成で再可決すると、その（ ⑨ ）や予算案は成立する。一方議会は、首長に対し

（ ③ ）決議権をもち、首長が（ ⑮ ）日以内に議会を（ ⑤ ）しないとき

首長は（ ⑯ ）する。 
 

問４ 下線部Ｄに関して、法律の規定について、最高裁判所が違憲と判断したものに当た

らないものを次のア～オから選び、記号で答えなさい。 
 

ア 婚外子国籍訴訟  イ 空知太神社訴訟  ウ 婚外子相続格差訴訟 
エ 再婚禁止期間訴訟 オ 夫婦別姓訴訟 

 
 
問５ 下線部Ｅに関して、国連平和維持活動協力法（ＰＫＯ協力法）の制定により、自衛

隊は、海外での国連平和維持活動に参加している。初めての派遣先を次のア～オから

選び、記号で答えなさい。 
 

ア カンボジア  イ モザンビーク  ウ 東ティモール エ ネパール  

オ 南スーダン 
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1 
 

Ⅰ 次の問いに答えなさい。 
 

問 1 (�� �2�)(	�� �2� � 1)	�6 を因数分解しなさい。 
 

  問 2 �＝2�√3，�＝2 � √3 のとき，
�
�� �

�
�� の値を求めなさい。   

 
  問 3 方程式	|�� � 2| � 3		を解きなさい。 
 

問 4 定数	�	が � � � �1 を満たすとき，2 次不等式	�� � ��� � ��� � �� � �	
を解きなさい。 

 
 
Ⅱ �，�		を定数とし，�	の 2次関数 � � 2�� � �� � �の表すグラフをＣ1 ，�	の 2次関数 
		� � 2�� � �� � �			の表すグラフをＣ2 とするとき，次の問いに答えなさい。 

 
	問 1 グラフＣ1 の頂点の座標を求めなさい。 

								 
	問 2 	グラフＣ1	を	�	軸に関して対称移動してできるグラフの方程式を求めなさい。 

 
問 3 グラフＣ2		が 2点�1，12�，��2，��を通るとき，�，�	の値を求めなさい。 

   

問 4 グラフＣ2 を	�	軸方向に 1	，	�	軸方向に� 4		だけ平行移動したグラフがグラフ 
Ｃ1 に一致するとき，�，�	の値を求めなさい。 

 
 
Ⅲ 下の図の平行四辺形ＡＢＣＤにおいて，ＡＢ＝2，ＡＤ＝3，∠ＢＡＤ＝120° とすると 
き，次の問いに答えなさい。 
    

問 1 対角線ＢＤの長さを求めなさい。 
 

問 2 △ＡＢＣの外接円の半径を求めなさい。 
   
問 3 平行四辺形ＡＢＣＤの面積を求めなさい。                         

   
   

Ａ 

Ｂ Ｃ 

Ｄ 

2 
 

Ⅳ 下の表は，9 人の生徒に 10 点満点のテストを行ったときの得点のデータである。 
 次の問いに答えなさい。 
 

生徒 A B C D E F G H I 
得点 4 8 5 4 7 5 7 1 4 

  
 問 1 得点の平均値を求めなさい。 

       
問 2 	このデータの箱ひげ図として適切なもの 

    を右のア～ウの中から選びなさい。 
1 2 3 4 5 6 7 8 

問 3 得点の分散と標準偏差を求めなさい。 
 
Ⅴ 次の問いに答えなさい。 
 

問 1 ＳＨＡＫＡＩという単語の 6 個の文字全部を使ってできる文字列は何通りあり

ますか。 
 
問 2 男子 5 人，女子 4 人の中から 4 人の委員を選ぶとき，男子の委員 2 人と女子の 

委員 2 人を選ぶ方法は何通りありますか。 
 
問 3 当たりくじ 5 本を含む 20 本のくじの中から，引いたくじはもとに戻さないで，

1 本ずつ 2 回続けてくじを引くとき，2 本とも当たる確率を求めなさい。 
  

Ⅵ と Ⅶ のいずれかを選択して答えなさい。 
 

Ⅵ 右の図の△ＡＢＣにおいて，∠ＢＡＣの二等分線と 
 辺ＢＣとの交点をＤ，辺ＡＣを 2：3 に内分する点をＥ， 
 線分ＡＤと線分ＢＥの交点をＯとし，直線ＣＯと辺ＡＢ 
 の交点をＦとする。ＡＢ� �，ＢＣ� �，ＣＡ� �のとき，次の線分の長さを求めなさい。  

（１）ＢＤ        （２）ＡＦ 
 
Ⅶ 2 進数 1101（２），111（２）について，次の問いに答えなさい。 
 （１）1101（２）を 10 進法で表しなさい。 

（２）1101（２）×111（２）の計算の結果を 2 進法で表しなさい。 

Ａ 

Ｂ Ｃ Ｄ 

(点) 

ア 

イ 

ウ 

Ｅ Ｆ Ｏ 

1 
 

Ⅰ 
次
の
【
１
】
【
２
】
の
文
章
は
そ
れ
ぞ
れ
山
岸
俊
男
「
イ
ソ
ッ
プ
の
ね
ず
み
と
環
境
破
壊
」
、
「
不
信
の
ジ
レ
ン
マ
と
安
心
の
保
証
」
（
『
社
会
的
ジ
レ
ン
マ 

「
環
境
破
壊
」

か
ら
「
い
じ
め
」
ま
で
』
（
２
０
０
０
年
７
月
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
）
の
一
部
で
あ
る
。
読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
（
設
問
の
都
合
で
原
文
を
一
部
省
略
・
改
変
し
た
箇
所
が

あ
る
）
。 

 

【
１
】 

こ
こ
で
ま
ず
、「
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

社
会
的
ジ
レ
ン
マ
で
は
、
一
人
一
人
の
人
間
が
、
こ
う
す
れ
ば
い
い
と
「
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
」
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
め
ま
す
。
（
中
略
）
マ
イ
カ
ー
通
勤
の
例
で
は
、
公

共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
こ
と
が
、
渋
滞
を
な
く
す
た
め
に
す
れ
ば
い
い
と
「
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
」
で
す
。
こ
れ
を
「
協
力
行
動
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
皆
が
協
力
行
動

を
取
っ
て
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
れ
ば
、
渋
滞
は
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
渋
滞
を
な
く
す
た
め
に
望
ま
し
い
行
動
だ
と
わ
か
っ
て
い
て
も
マ
イ
カ
ー
通
勤
を
あ
き

ら
め
な
い
人
は
、
「
非
協
力
行
動
」
を
取
っ
て
い
る
人
で
す
。 

社
会
的
ジ
レ
ン
マ
と
い
う
の
は
、
こ
う
す
れ
ば
良
い
と
「
わ
か
っ
て
い
る
」
協
力
行
動
を
取
る
と
、
そ
の
行
動
を
取
っ
た
本
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
行
動
を
取
ら
な
か
っ
た
と

き
よ
り
も
好
ま
し
く
な
い
結
果
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
状
態
だ
と
定
義
さ
れ
ま
す
。
マ
イ
カ
ー
通
勤
か
ら
バ
ス
通
勤
に
変
え
た
人
は
、
満
員
の
バ
ス
の
中
で
渋
滞
に
苦
し
む
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
、
マ
イ
カ
ー
の
中
で
音
楽
を
聴
い
た
り
し
て
い
る
よ
り
も
も
っ
と
大
変
な
目
に
あ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
、
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
を
構
成
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
正
確
に
定
義
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

社
会
的
ジ
レ
ン
マ
で
は
、 

①
一
人
一
人
の
人
間
が
、
協
力
行
動
か
非
協
力
行
動
の
ど
ち
ら
か
を
取
り
ま
す
。 

②
そ
し
て
、
一
人
一
人
の
人
間
に
と
っ
て
は
、
【 

 

ａ 
 

】
よ
り
も
【 

 

ｂ 
 

】
を
取
る
方
が
、
望
ま
し
い
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

③
し
か
し
、
全
員
が
自
分
に
と
っ
て
個
人
的
に
有
利
な
【 

 

ｃ 
 

】
を
取
る
と
、
全
員
が
【 

 

ｄ 
 

】
を
取
っ
た
場
合
よ
り
も
、
誰
に
と
っ
て
も
望
ま
し
く
な
い
結
果 

が
生
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
全
員
が
自
分
個
人
に
と
っ
て
は
不
利
な
協
力
行
動
を
取
れ
ば
、
全
員
が
非
協
力
行
動
を
取
っ
て
い
る
場
合
よ
り
も
、
誰
に
と
っ
て 

も
望
ま
し
い
結
果
が
生
ま
れ
ま
す
。 

 

【
２
】 

さ
て
、「
お
ろ
か
」
で
Ⅰ

近
視
眼
的
な
利
己
主
義
者
は
、
個
人
の
損
得
勘
定
に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
、
集
団
全
体
の
損
得
勘
定
（
た
と
え
そ
れ
が
長
い
目
で
見
れ
ば
自
分
の

損
得
勘
定
に
は
ね
か
え
っ
て
く
る
と
し
て
も
）
に
は
目
が
向
き
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、「
お
ろ
か
な
」
利
己
主
義
者
に
協
力
行
動
を
取
ら
せ
る
た
め
に
は
、
協
力
行
動
を
取
っ
た
方

が
非
協
力
行
動
を
取
る
よ
り
も
得
に
な
る
よ
う
に
、
個
人
の
損
得
勘
定
を
変
え
る
以
外
に
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
個
人
の
損
得
勘
定
を
変
え
る
た
め
に
最
も
頻
繁
に
使
わ
れ
る
方
法
は
、
「
ア
メ
と
ム
チ
」
で
す
。
協
力
的
行
動
を
取
っ
て
い
る
人
々
に
特
別
の
「
ご
褒

美
」
を
与
え
、
協
力
行
動
に
と
も
な
う
利
益
を
大
き
く
す
れ
ば
、
協
力
行
動
を
取
る
方
が
非
協
力
行
動
を
取
る
よ
り
も
得
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
非
協
力
行
動
を
取
っ
て
い
る
人
々

に
「
罰
」
を
与
え
、
非
協
力
行
動
を
取
る
こ
と
に
と
も
な
う
コ
ス
ト
を
大
き
く
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
同
じ
く
、
協
力
行
動
を
取
る
方
が
非
協
力
行
動
を
取
る
よ
り
も
得
な
状

況
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

（
中
略
） 

2 
 

 

こ
う
考
え
れ
ば
、
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
は
一
見
簡
単
な
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
「
ア
メ
と
ム
チ
」
を
適
当
に
使
い
分
け
れ
ば
、
全
員
が
協
力
行
動
を
取
る
よ
う
に
な
る
は

ず
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
た
め
の
こ
の
や
り
方
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

ま
ず
第
一
に
、
人
々
の
行
動
を
監
視
し
統
制
す
る
た
め
に
は
コ
ス
ト
が
か
か
る
と
い
う
点
、
ま
た
そ
の
コ
ス
ト
を
誰
が
負
担
す
る
の
か
と
い
う
点
、
つ
ま
り
コ
ス
ト
の
問
題
が

あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
行
動
を
監
視
さ
れ
統
制
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
人
々
の
間
で
自
発
的
に
協
力
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
薄
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
こ
で
は
ま
ず
、
最
初
に
あ
げ
た
Ａ

コ
ス
ト
の
問
題
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

ア
メ
と
ム
チ
を
う
ま
く
使
い
分
け
る
た
め
に
は
、
ま
ず
誰
に
ア
メ
を
与
え
誰
に
ム
チ
を
ふ
る
う
か
を
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
当
然
人
々
の
行
動
を
監

視
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ア
メ
と
ム
チ
を
使
っ
て
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
人
々
の
行
動
を
監
視
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

問
題
に
な
っ
て
い
る
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
が
、
小
さ
な
集
団
で
人
々
が
直
接
接
触
し
あ
っ
て
い
る
状
況
で
あ
れ
ば
、
監
視
の
た
め
の
コ
ス
ト
は
小
さ
な
も
の
で
す
む
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
（
注
１
）

ゼ
ミ
で
何
人
か
の
学
生
が
共
同
発
表
の
準
備
を
す
る
と
い
っ
た
場
合
、
誰
が
サ
ボ
ッ
て
い
て
誰
が
熱
心
に
参
加
し
て
い
る
か
は
、
学
生
同
士
の
間
で
は
一
目
瞭
然

で
す
。
あ
る
い
は
小
さ
な
村
の
行
事
に
誰
か
が
参
加
し
な
け
れ
ば
、「
誰
そ
れ
さ
ん
は
①

ナ
マ
け
て
い
る
」
と
、
皆
に
す
ぐ
わ
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

し
か
し
集
団
の
サ
イ
ズ
が
大
き
く
な
っ
た
り
、
直
接
の
接
触
が
薄
く
な
っ
た
り
す
れ
ば
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
監
視
の
た
め
に
大
き
な
コ
ス
ト
が
必
要
に
な
り
ま
す
。（
中
略
）

例
え
ば
②

メ
イ
ワ
ク
駐
車
を
取
り
締
る
た
め
に
は
、
膨
大
な
数
の
警
察
官
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
、
そ
の
た
め
の
人
件
費
だ
け
を
考
え
て
も
非
常
に
大
き
な
コ
ス
ト
が
か
か
り
ま

す
。 ア

メ
と
ム
チ
を
使
う
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
に
ま
ず
監
視
の
た
め
の
コ
ス
ト
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
統
制
の
た
め
の
コ
ス
ト
も
必
要
で
す
。
例
え
ば

共
同
発
表
の
準
備
を
サ
ボ
ッ
て
い
る
仲
間
の
学
生
に
文
句
を
言
っ
た
ら
（
こ
れ
も
Ⅱ

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
統
制
の
一
種
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）
、
逆
に
自
分
の
悪
口
を
言
い

ふ
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
悪
口
を
言
い
ふ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
む
る
被
害
な
い
し
不
愉
快
な
感
情
が
、
統
制
の
た
め
の
コ
ス
ト
に
な
り
ま
す
。 

統
制
の
た
め
の
コ
ス
ト
も
こ
の
程
度
な
ら
ま
だ
大
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
公
権
力
を
確
立
し
維
持
す
る
た
め
の
コ
ス
ト
（
つ
ま
り
税
金
）

と
い
っ
た
場
合
に
は
、
非
常
に
大
き
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
公
権
力
を
③

濫
用
さ
れ
て
、
自
分
た
ち
の
自
由
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
、
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
コ
ス
ト
を

支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

（
中
略
） 

次
に
、
監
視
と
統
制
の
コ
ス
ト
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
の
コ
ス
ト
は
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
よ
り
も
小
さ
い
場
合
を
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
必
要
な
コ
ス
ト
を
払
っ
て
も
、
監
視
と
統
制
を
行
っ
た
方
が
、
全
員
に
と
っ
て
利
益
が
大
き
い
場
合
で
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
監
視
と
統
制
が
自
然
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
が
解
決
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
か
？ 

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
の
は
、
監
視
と
統
制
を
誰
が
進
ん
で
行
う
か
と
い
う
点
で
す
。
集
団
全
体
と
し
て
考
え
れ
ば
監
視
と
統
制
の
コ
ス
ト
の
方
が
、
社
会

的
ジ
レ
ン
マ
解
決
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
よ
り
小
さ
い
場
合
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
に
と
っ
て
は
コ
ス
ト
の
方
が
利
益
よ
り
も
大
き
い
の
が
普
通
で
す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
監
視
と
統
制
を
行
え
ば
全
体
が
う
ま
く
い
く
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
、
誰
も
進
ん
で
他
人
の
行
動
を
監
視
し
た
り
統
制
し
た
り
し
よ
う
と
し
な
い
、
あ
る
い
は
監
視
と
統

制
の
た
め
の
制
度
の
維
持
に
進
ん
で
協
力
し
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

つ
ま
り
監
視
と
統
制
を
行
う
と
い
う
こ
と
自
体
が
一
種
の
「
公
共
財
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
新
た
な
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
―
―
二
次
的
ジ
レ
ン
マ
―
―
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。 

3 
 

例
え
ば
犯
罪
者
の
Ⅲ

の
さ
ば
っ
て
い
る
町
が
あ
っ
て
、
強
力
な
自
警
団
を
組
織
す
れ
ば
安
心
し
て
住
め
る
町
に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
と
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
自
警
団

は
一
種
の
公
共
財
と
な
り
、
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
（
二
次
的
ジ
レ
ン
マ
）
の
問
題
が
発
生
し
ま
す
。
強
力
な
自
警
団
が
存
在
す
れ
ば
、
自
警
団
に
加
わ
っ
て
い
る
人
も
加
わ
っ
て
い

な
い
人
も
、
あ
る
い
は
自
警
団
の
た
め
の
費
用
を
負
担
し
て
い
る
人
も
し
て
い
な
い
人
も
、
こ
の
町
に
安
心
し
て
住
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
益
を
等
し
く
④

キ
ョ
ウ
ジ
ュ
で

き
る
か
ら
で
す
。
自
分
が
自
警
団
に
加
わ
ら
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
自
警
団
の
た
め
の
費
用
を
負
担
し
な
く
て
も
、
自
警
団
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
が
変
わ
ら
な
い
な
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
に
と
っ
て
は
そ
の
た
め
の
コ
ス
ト
を
負
担
し
な
い
、
つ
ま
り
自
警
団
に
加
わ
っ
た
り
費
用
を
負
担
し
な
い
方
が
得
で
す
。 

こ
う
考
え
る
と
結
局
、
ア
メ
と
ム
チ
を
使
っ
て
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に
問
題
を
先
送
り
し
て
い
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
も
と
も
と
の
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
を
監
視
と
統
制
に
よ
り
解
決
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
の
コ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
新
た
な
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
―
―
二
次
的
ジ
レ
ン
マ

―
―
が
生
ま
れ
、
も
と
も
と
の
ジ
レ
ン
マ
で
自
発
的
な
相
互
協
力
が
不
可
能
な
人
々
の
間
で
は
、
二
次
的
ジ
レ
ン
マ
で
も
相
互
協
力
が
不
可
能
で
は
な
い
の
か
、
そ
れ
な
ら
結
局

は
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
当
然
出
て
き
ま
す
。 

Ｂ

実
際
、
人
々
が
も
と
も
と
の
ジ
レ
ン
マ
と
二
次
的
ジ
レ
ン
マ
で
同
じ
原
理
に
も
と
づ
い
て
行
動
を
決
定
し
て
い
る
な
ら
、
も
と
も
と
の
ジ
レ
ン
マ
で
協
力
し
な
い
人
間
は
、

二
次
的
ジ
レ
ン
マ
で
も
協
力
し
な
い
は
ず
で
す
。 

（
中
略
） 

ア
メ
と
ム
チ
の
使
用
に
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
ス
ト
の
問
題
以
外
に
も
重
大
な
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
中
略
） 

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
ま
ず
、
社
会
心
理
学
で
「
帰
属
理
論
」
お
よ
び
「
内
発
的
動
機
づ
け
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
研
究
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

内
発
的
動
機
づ
け
に
つ
い
て
の
研
究
の
一
例
と
し
て
、
マ
ー
ク
・
レ
パ
ー
、
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
グ
リ
ー
ン
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ス
ベ
ッ
ト
た
ち
が
共
同
で
行
っ
た
研
究
を
簡
単
に
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。 

（
中
略
） 

研
究
は
幼
稚
園
の
園
児
た
ち
を
使
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
験
は
、
お
絵
か
き
の
時
間
で
す
よ
と
言
っ
て
、
園
児
た
ち
に
色
と
り
ど
り
の
サ
イ
ン
ペ
ン
を
与
え
る
こ
と
で
始

ま
り
ま
す
。
園
児
た
ち
は
皆
サ
イ
ン
ペ
ン
を
も
ら
う
と
、
進
ん
で
お
絵
か
き
を
始
め
ま
す
。 

こ
れ
ら
の
園
児
た
ち
の
三
分
の
一
に
は
、
「
う
ま
く
か
い
た
人
は
ご
褒
美
が
も
ら
え
ま
す
よ
」
と
教
え
ま
す
。
そ
し
て
実
際
、
お
絵
か
き
の
時
間
の
終
り
に
全
員
に
ご
褒
美
を

与
え
ま
す
。
残
り
の
園
児
た
ち
は
、
ご
褒
美
に
つ
い
て
何
も
教
え
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
が
、
そ
の
う
ち
の
半
分
（
つ
ま
り
全
体
の
三
分
の
一
）
の
園
児
た
ち
は
、
お
絵
か
き

の
時
間
の
終
り
に
ご
褒
美
を
も
ら
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
園
児
た
ち
は
実
際
に
ご
褒
美
を
も
ら
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
目
的
に
し
て
お
絵
か
き
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
最
後
の
三
分
の
一
の
園
児
た
ち
は
、
ご
褒
美
が
も
ら
え
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
な
い
し
、
実
際
に
ご
褒
美
を
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

こ
の
三
つ
の
や
り
方
の
い
ず
れ
か
で
お
絵
か
き
の
時
間
を
過
ご
し
た
数
日
後
、
同
じ
園
児
た
ち
は
も
う
一
度
お
絵
か
き
の
時
間
に
、
同
じ
サ
イ
ン
ペ
ン
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

実
験
の
目
的
は
、
ど
の
や
り
方
で
最
初
の
お
絵
か
き
の
時
間
を
過
ご
し
た
園
児
た
ち
が
、
次
の
機
会
に
進
ん
で
お
絵
か
き
を
す
る
か
、
逆
に
ど
の
や
り
方
で
最
初
の
お
絵
か
き
の

時
間
を
過
ご
し
た
園
児
た
ち
が
、
次
の
機
会
に
進
ん
で
お
絵
か
き
を
し
た
が
ら
な
く
な
る
か
を
調
べ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。 

実
験
の
結
果
か
ら
、
最
初
に
第
一
の
や
り
方
で
、
つ
ま
り
ご
褒
美
が
も
ら
え
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
お
絵
か
き
を
し
た
園
児
た
ち
の
中
で
二
度
目
の
時
間
に
進
ん
で
お
絵
か
き

を
し
た
子
供
の
数
は
、
他
の
二
つ
の
や
り
方
、
つ
ま
り
ご
褒
美
が
も
ら
え
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
お
絵
か
き
を
し
た
園
児
た
ち
の
中
で
二
度
目
に
進
ん
で
お
絵
か
き
を
し
た
子
供

の
数
の
、
ほ
ぼ
半
数
し
か
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
ご
褒
美
を
楽
し
み
に
し
て
お
絵
か
き
を
し
た
子
供
た
ち
は
、
ご
褒
美
を
期
待
し
な
い
で
お
絵
か
き
を
し
た

子
供
た
ち
に
く
ら
べ
、
二
度
目
の
機
会
に
進
ん
で
お
絵
か
き
を
し
た
が
ら
な
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。 
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こ
の
結
果
は
、
お
絵
か
き
に
対
し
て
子
供
た
ち
が
持
っ
て
い
る
「
内
発
的
動
機
づ
け
」
、
つ
ま
り
お
絵
か
き
が
楽
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
ご
褒
美
と
い
う
外
的
な
⑤

報
酬
を
与

え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
減
少
し
て
し
ま
っ
た
た
め
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
内
発
的
動
機
づ
け
に
つ
い
て
の
一
連
の
研
究
は
、
内
発
的
動
機
（
す
な
わ
ち
あ
る
行
動
を
す
る
こ
と
自
体
が
楽
し
い
、
あ
る
い
は
そ
の
行
動
自
体
か

ら
内
的
な
報
酬
を
得
て
い
る
）
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
行
動
に
外
的
な
報
酬
を
与
え
る
と
、
そ
も
そ
も
の
内
発
的
な
動
機
づ
け
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、【 

 
 

Ｃ 
 
 

】
、
と
い
う
わ
け
で
す
。 

（
中
略
） 

こ
こ
で
内
発
的
動
機
づ
け
に
つ
い
て
の
研
究
を
紹
介
し
た
の
は
、
同
じ
よ
う
な
関
係
が
、
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
に
お
け
る
協
力
行
動
に
も
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

す
な
わ
ち
、
外
的
な
報
酬
（
ア
メ
と
ム
チ
）
に
よ
り
協
力
行
動
を
強
制
さ
れ
る
と
、
人
々
は
自
分
が
協
力
し
て
い
る
の
は
た
ん
に
強
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
、

従
っ
て
、
強
制
さ
れ
な
く
と
も
自
分
か
ら
進
ん
で
協
力
し
よ
う
と
い
う
、
協
力
行
動
に
対
す
る
内
発
的
動
機
づ
け
を
失
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
ア
メ
と
ム
チ
の
使
用
に
よ
っ
て
自
発
的
に
協
力
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
現
象
は
、
本
人
の
行
動
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
他
人
の
行
動

に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
帰
属
理
論
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。 

 

社
会
心
理
学
の
中
心
的
な
理
論
の
一
つ
で
あ
る
「
帰
属
理
論
」
で
は
、
あ
る
行
動
を
説
明
す
る
の
に
十
分
な
外
的
要
因
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
動
の
原
因
帰
属
（
ど

う
し
て
そ
の
行
動
が
起
っ
た
か
に
つ
い
て
の
主
観
的
な
説
明
）
が
内
的
帰
属
（
そ
の
原
因
が
態
度
・
動
機
等
の
行
為
者
の
内
部
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
）
で
は
な
く
、
外
的
帰
属

（
そ
の
原
因
が
他
人
か
ら
強
制
さ
れ
た
等
、
行
為
者
の
外
部
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
ア
メ
と
ム
チ
に
よ

り
協
力
行
動
が
⑥

ソ
ク
シ
ン
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
自
ら
進
ん
で
協
力
し
よ
う
と
い
う
内
発
的
動
機
づ
け
が
弱
く
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
人
が
協
力
し
て
い
る
の
は
進
ん
で

そ
う
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
強
制
さ
れ
て
い
や
い
や
仕
方
な
く
協
力
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
。 

 

他
人
が
協
力
し
て
い
る
の
は
自
発
的
に
で
は
な
く
、
強
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
他
人
は
ア
メ
や
ム
チ
と
い
っ
た
外
的
要
因
な
し
に
は
協
力
し
な
い
だ

ろ
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
と
ム
チ
を
使
っ
て
協
力
行
動
を
ソ
ク
シ
ン
し
て
い
る
と
、
他
人
に
対
す
る
信
頼
感
が
低
下
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。 

 
要
す
る
に
、「
内
発
的
動
機
づ
け
」
や
「
原
因
帰
属
」
に
つ
い
て
の
社
会
心
理
学
の
研
究
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
ア
メ
と
ム
チ
を
使
っ
て
協
力
行
動
を
ソ
ク
シ
ン
し
て
い
る
と
、

【 
 
 
 
 

Ｄ 
 
 
 
 

】
と
い
う
こ
と
で
す
。 

   

（
注
１
）
ゼ
ミ
―
―
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
略
称
。
大
学
な
ど
の
授
業
法
の
一
つ
で
、
教
授
者
の
指
導
の
も
と
に
、
学
生
が
自
主
的
に
研
究
、
発
表
、
討
論
を
行
う
も
の
。 
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5 
 

 

問
一 

傍
線
部
①
～
⑥
の
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。 

 

問
二 

【 

ａ 

】
～
【 

ｄ 

】
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
協
力
行
動
」
か
「
非
協
力
行
動
」
の
ど
ち
ら
か
が
入
る
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
適
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、 

記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 

ア 

【 

ａ 

】
【 

ｃ 

】
が
「
協
力
行
動
」
、【 

ｂ 

】
【 

ｄ 

】
が
「
非
協
力
行
動
」
。 

 
 

イ 

【 

ａ 

】
【 

ｃ 

】
が
「
非
協
力
行
動
」
、
【 

ｂ 

】【 

ｄ 

】
が
「
協
力
行
動
」
。 

 
 

ウ 

【 

ａ 

】
【 

ｄ 

】
が
「
協
力
行
動
」
、【 

ｂ 

】
【 

ｃ 

】
が
「
非
協
力
行
動
」
。 

 
 

エ 

【 

ａ 

】
【 

ｄ 

】
が
「
非
協
力
行
動
」
、
【 

ｂ 

】【 

ｃ 

】
が
「
協
力
行
動
」
。 

 
 

オ 

【 

ａ 

】
【 

ｂ 

】
が
「
協
力
行
動
」
、【 

ｃ 

】
【 

ｄ 

】
が
「
非
協
力
行
動
」
。 

 

問
三 

傍
線
部
Ⅰ
「
近
視
眼
的
」
、
傍
線
部
Ⅱ
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
」
、
傍
線
部
Ⅲ
「
の
さ
ば
っ
て
い
る
」
の
意
味
を
記
し
な
さ
い
。 

 

問
四 

傍
線
部
Ａ
「
コ
ス
ト
の
問
題
」
と
は
ど
の
よ
う
な
問
題
か
。「
監
視
」
「
統
制
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
を
必
ず
用
い
て
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
五 

傍
線
部
Ｂ
に
つ
い
て
、
こ
の
場
合
の
「
同
じ
原
理
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
六 

【 
 

Ｃ 
 

】
に
最
適
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 

ア 

仕
事
自
体
に
楽
し
み
を
求
め
て
は
い
け
な
い 

 
 

イ 

仕
事
に
趣
味
を
持
ち
こ
ん
で
は
い
け
な
い 

 
 

ウ 

趣
味
も
単
な
る
趣
味
に
と
ど
め
て
は
い
け
な
い 

 
 

エ 

趣
味
と
仕
事
は
両
立
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い 

 
 

オ 

趣
味
も
仕
事
に
な
る
と
楽
し
く
な
く
な
る 

 

問
七 

【 
 

Ｄ 
 

】
に
最
適
な
７
０
字
以
内
の
説
明
を
本
文
の
記
述
を
踏
ま
え
て
記
し
な
さ
い
。 

   

6 
 

Ⅱ 

次
の
文
章
は
鷲
田
清
一
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
し
た
い
こ
と
？
―
―
責
任
に
つ
い
て
」（
『
わ
か
り
や
す
い
は
わ
か
り
に
く
い
？ 

―
―
臨
床
哲
学
講
座
』
２
０
１

０
年
３
月
、
ち
く
ま
新
書
）
の
一
部
で
あ
る
。
読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
（
設
問
の
都
合
で
原
文
を
一
部
省
略
・
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
）。 

  

就
職
活
動
を
前
に
し
て
、
あ
る
い
は
定
年
を
迎
え
て
、
ひ
と
び
と
は
よ
く
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
、
そ
れ

が
何
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い･

･･
･･

･

と
つ
ぶ
や
く
。
け
れ
ど
も
そ
の
と
き
、
何
を
「
や
り
た
い
」
の
か
で
は
な
く
、
何
を
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
か
、
何
を
す
る
こ
と

を
「
期
待
さ
れ
て
い
る
」
の
か
と
い
う
問
い
は
、
め
っ
た
に
発
せ
ら
れ
な
い
。
言
い
か
え
る
と
、「
義
務
」
と
か
「
責
任
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
そ
こ
に
ほ
と
ん
ど
①

フ
ジ
ョ
ウ
し

て
こ
な
い
。
「
し
た
い
」
こ
と
が
ま
ず
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
そ
の
う
え
で
次
に
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
も
考
え
る
と
い
う
わ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
義
務
や
規
律
よ
り
も

先
に
自
由
が
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
感
覚
は
わ
か
ら
な
い
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
義
務
や
規
律
な
ど
一
般
的
な
原
則
の
ほ
う
か
ら
命
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
で
も
「
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」 

と
感
じ
ら
れ
る
場
面
と
い
っ
た
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

わ
た
し
た
ち
が
生
き
て
い
る
こ
の
社
会
は
、
自
分
が
だ
れ
で
あ
る
か
自
分
で
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
で
あ
る
。
近
代
以
前
の
封
建
社
会
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
こ
の

世
に
生
ま
れ
落
ち
た
瞬
間
か
ら
人
生
の
お
お
よ
そ
の
か
た
ち
が
決
ま
っ
て
い
た
。
ど
う
い
う
家
族
の
も
と
に
生
ま
れ
た
か
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
性
、
ど
の
よ
う
な
階
層
、
ど

の
よ
う
な
地
域
に
生
ま
れ
た
か
に
よ
っ
て
、
将
来
、
ど
の
よ
う
な
職
業
に
就
き
、
ど
の
よ
う
な
ひ
と
と
結
婚
し
、
地
域
で
ど
の
よ
う
な
役
を
担
う
の
か
が
、
あ
ら
か
じ
め
ほ
ぼ
決

ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
選
択
の
②

ヨ
チ
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。 

 

近
代
的
な
社
会
革
命
は
、
ひ
と
が
た
ま
た
ま
ど
の
よ
う
な
社
会
の
場
所
に
生
ま
れ
落
ち
た
か
と
い
う
偶
然
に
よ
っ
て
そ
の
ひ
と
の
人
生
の
ほ
と
ん
ど
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
よ
う

な
生
き
方
と
い
う
も
の
を
否
定
し
、
家
柄
と
か
階
層
と
か
性
と
か
民
族
と
か
の
出
自
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
な
い
社
会
を
構
築
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
き
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
出

自
を
め
ぐ
る
偶
然
的
条
件
を
ａ

度
外
視
し
て
、
み
な
が
社
会
の
同
じ
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
つ
く
、
そ
し
て
学
校
と
い
う
場
所
で
、
生
き
る
の
に
最
低
限
必
要
な
基
礎
的
な
知
識
と

技
能
と
を
学
ぶ
、
そ
の
う
え
で
、
そ
の
後
こ
の
社
会
に
お
い
て
個
人
と
し
て
何
を
な
し
と
げ
る
か
で
そ
の
ひ
と
の
価
値
と
人
生
の
か
た
ち
が
決
ま
っ
て
く
る
と
い
う
、
そ
う
い
う

社
会
を
め
ざ
し
た
。
理
念
と
し
て
言
え
ば
、
出
自
の
偶
然
な
条
件
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
は
何
に
で
も
な
れ
る
、
そ
う
い
う
自
由
な
世
界
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
な
か
で
、
子
ど
も
の
愛
護
、
婦
人
の
政
治
参
加
、
も
ろ
も
ろ
の
差
別
の
③

テ
ッ
パ
イ
な
ど
の
政
策
に
取
り
組
ん
で
き
た
。 

 

け
れ
ど
も
、
何
に
で
も
な
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
何
も
決
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
決
定
的
な
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
裏
を
返
し
て
言
え
ば
、

何
に
で
も
な
れ
る
と
い
う
の
は
、
自
分
が
し
た
い
こ
と
が
見
え
な
い
か
ぎ
り
、
何
に
も
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
自
分
が
こ
こ
に
い
る
こ
と
に

理
由
が
必
要
に
な
っ
た
時
代
、
自
分
が
存
在
す
る
こ
と
の
意
味
を
自
分
で
見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
わ
た
し
た
ち
は
生
き
て
い
る
。
ひ
と
び
と
が
自
分
が
「
や
り
た

い
」
こ
と
を
み
ず
か
ら
に
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
も
、
そ
う
し
た
時
代
の
な
か
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
れ
を
さ
ら
に
言
い
か
え
れ
ば
、
自
分
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
が
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
あ
る
い
は
「
こ
れ
を
す
る
の
、
べ
つ
に
自
分
で
な
く
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

な
ど
と
思
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
た
だ
わ
け
も
な
く
生
き
て
い
る
と
い
う
感
情
し
か
抱
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
、
「
こ
ん
な
わ
た
し
で
も
生
き
て
い
て

い
い
ん
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
気
持
ち
が
滲し

み
だ
し
て
く
る
。
Ａ

自
由
の
時
代
は
同
時
に
、
底
知
れ
ず
寂
し
い
問
い
に
つ
き
ま
と
わ
れ
る
時
代
で
も
あ
る
の
だ
。 

 

「
責
任
」
と
い
う
言
葉
は
、
往
々
に
し
て
大
声
で
唱
え
ら
れ
る
。
責
任
と
は
、
あ
る
事
態
を
惹
き
起
こ
す
原
因
と
な
る
行
為
を
な
し
た
者
と
し
て
、
そ
の
結
果
に
対
し
て
「
咎と

が

」
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が
あ
る
、
し
た
が
っ
て
な
ん
ら
か
の
「
責
め
」
を
引
き
受
け
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
咎
」
を
認
め
て
み
ず
か
ら
「
責
任
」
を
と
る
場
合
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
た

い
て
い
は
他
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
、
あ
る
い
は
判
定
さ
れ
て
、
と
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
あ
る
ｂ

の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
事
態
を
前
に
し
て
、
そ
れ
を
惹
き
起
こ
し

た
原
因
と
な
る
行
為
が
ｃ

に
わ
か
に
は
突
き
止
め
が
た
い
と
き
、
そ
れ
は
そ
れ
に
か
か
わ
っ
た
特
定
の
ひ
と
へ
の
性
急
な
責
任
追
及
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
だ
れ
も
責
任
を
と
ら

な
い
政
治
や
、
不
正
を
く
り
返
す
企
業
へ
の
ひ
と
び
と
の
苛
立
ち
が
、
た
と
え
ば
謝
罪
会
見
と
い
う
名
の
「
責
任
追
及
」
の
儀
式
を
厳
し
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る

の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
責
任
の
所
在
が
複
雑
で
見
え
に
く
い
こ
と
、
あ
る
い
は
責
任
を
④

逸
ら
す
言
辞
の
蔓
延
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
ひ
と
び
と
の

苛
立
ち
は
飽
和
状
態
に
い
た
る
。
だ
れ
か
が
責
任
を
と
る
よ
り
ほ
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
う
い
う
空
気
が
支
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
ひ
と
は
、
果
て
し
な
い
バ
ッ
シ
ン
グ
や
追
撃
を
怖
れ
て
、
自
分
が
責
め
ら
れ
な
い
よ
う
あ
ら
か
じ
め
手
を
打
つ
こ
と
に
ｄ

や

っ
き
に
な
る･･

･･
･･

。 

（
中
略
） 

 

教
育
や
医
療
と
い
っ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
現
場
で
、
そ
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
が
⑤

滞
っ
た
り
劣
化
し
た
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
き
、
役
所
に
猛
烈
な
苦
情
や
文

句
を
ぶ
つ
け
る
ば
か
り
で
、
み
ず
か
ら
解
決
の
た
め
に
奔
走
す
る
こ
と
を
考
え
も
し
な
い
「
ク
レ
ー
マ
ー
」
た
ち
。
税
金
を
、
あ
る
い
は
サ
ー
ヴ
ィ
ス
料
を
ち
ゃ
ん
と
払
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
わ
た
し
に
は
落
ち
度
は
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
「
ク
レ
ー
マ
ー
」
は
他
者
の
責
任
を
問
い
つ
め
る
が
、
そ
の
ク
レ
ー
ム
が
「
も
っ
と
安
心
し
て
シ
ス
テ
ム
に
ぶ
ら

下
が
れ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
受
け
身
の
要
求
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
多
く
の
市
民
も
陰
に
陽
に
そ
う
し
た
意
識
に
染
ま
っ
て
い
る
。
自
分
た
ち
の
そ
ば

で
起
こ
っ
た
難
事
も
、
役
所
に
苦
情
や
文
句
を
ぶ
つ
け
る
ば
か
り
で
、
み
ず
か
ら
解
決
の
た
め
に
奔
走
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
「
問
題
」
を
自
分
の
「
課
題
」
と
し
て
引
き

受
け
る
と
い
う
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
そ
ん
な
親
を
ま
ね
て
か
、
こ
の
頃
の
学
校
で
は
、
授
業
が
つ
ま
ら
な
い
と
、
こ
ま
し
ゃ
く
れ
た
生
徒
は
「
先
生
の
教
え
方
が
悪
い
」
と
ク

レ
ー
ム
を
つ
け
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
ら
し
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
ぐ
に
答
え
を
求
め
る
気
の
短
さ
と
、
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
か
ら
逃
げ
て
楽
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持

ち
。
こ
の
二
つ
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
い
つ
頃
か
ら
か
、
ひ
と
び
と
の
う
ち
に
平
然
と
居
座
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

（
中
略
） 

も
は
や
旧
聞
に
属
す
る
こ
と
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
米
国
の
オ
バ
マ
大
統
領
が
そ
の
就
任
演
説
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
「
新
し
い
責
任
の
時
代
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
口
に

し
、
「
米
国
民
一
人
ひ
と
り
が
自
身
と
自
国
、
世
界
に
義
務
を
負
う
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
義
務
を
い
や
い
や
引
き
受
け
る
の
で
は
な
く
喜
ん
で
摑
み
と
る
こ
と
」
を
訴
え
た
。 

「
責
任
」
と
い
う
こ
の
言
葉
、
英
語
で
は
リ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
（r

es
po

ns
ibi

li
ty

）
で
あ
る
。
こ
の
語
に
は
、
日
本
語
の
「
責
任
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
感
じ
ら
れ
な
い
独

特
の
Ｂ

含
意
が
あ
る
。
リ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
と
は
、
文
字
ど
お
り
に
訳
せ
ば
、「
リ
ス
ポ
ン
ド
す
る
能
力
」
、
つ
ま
り
他
者
か
ら
の
求
め
や
訴
え
に
応
じ
る

、
、
、
用
意
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
ラ
テ
ン
語
源
に
分
解
す
れ
ば
「
だ
れ
か
か
ら
の
約
束
に
約
束
し
返
す
こ
と
」（r

e

‐s
po

nde
re

）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

 

日
本
語
で
「
責
任
」
と
言
え
ば
、
国
家
の
一
員
と
し
て
の
責
任
、
家
族
の
一
員
と
し
て
の
責
任
と
い
う
ふ
う
に
、
組
織
を
構
成
す
る
「
一
員
」
と
し
て
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
ら
を
思
い
浮
か
べ
る
。
が
、
そ
れ
は
⑥

匿
名
の
役
柄
、
、
に
お
け
る
責
任
で
あ
っ
て
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
こ
の
わ
た
し
が
い
ま
だ
れ
か
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
含
み

は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
欧
米
の
ひ
と
た
ち
は
、
伝
統
的
に
、
ひ
と
と
し
て
の
「
責
任
」
を
、
他
者
か
ら
の
呼
び
か
け
、
あ
る
い
は
う
な
が
し
に
応
え
る
と
い
う
視
点
か
ら
と
ら

え
て
き
た
。
こ
の
他
者
は
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
神
で
も
あ
り
う
る
。
だ
か
ら
職
業
の
こ
と
を
、
と
く
に
使
命
や
天
職
の
意
味
を
込
め
て
、
コ
ー
リ
ン
グ
（c

a
l
l
in

g

）
と
呼
ぶ
こ

と
が
あ
る
。
ま
さ
に
何
か
を
す
る
べ
く
神
か
ら
呼
び
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。 
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考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
あ
と
、
空
前
の
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
と
き
に
ひ
と
び
と
が
と
っ
さ
に
抱
い
た
の
は
、
こ
の
、
い
ま
自
分
が

呼
び
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
思
う
。
仮
設
の
避
難
所
に
遠
く
か
ら
赴
い
た
ひ
と
た
ち
は
、
自
分
は
だ
れ
も
知
ら
な
い
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
だ
け
れ
ど
、

そ
し
て
会
社
で
も
い
つ
も
何
を
や
っ
て
も
「
あ
た
り
ま
え
」
、
と
く
に
評
価
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
こ
こ
で
は
「
あ
あ
、
ま
た
来
て
く
れ
た
ん
や
ね
」
と
、
他
と
は
違

う
こ
の
〈
顔
〉
と
し
て
認
め
ら
れ
、
た
ど
た
ど
し
い
け
れ
ど
ま
ぎ
れ
も
な
く
こ
の
わ
た
し
の
言
葉
で
話
す
こ
と
が
で
き
る
。
ね
ぎ
ら
い
あ
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
、
ひ
と

び
と
が
も
し
そ
の
動
機
を
訊
か
れ
た
ら
、
「
責
任
」
と
い
う
言
葉
は
も
ち
だ
し
に
く
く
て
も
、
「
リ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
に
対
応
す
る
言
葉
が
日
本
語
に
あ
れ
ば
、

き
っ
と
そ
れ
で
表
現
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

（
中
略
） 

ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
活
動
に
は
、
多
く
の
ひ
と
を
一
つ
の
目
標
へ
と
糾
合
す
る
「
べ
し
」
（
原
則
に
も
と
づ
く
義
務
）
と
い
う
も
の
が
な
い
。
こ
こ
で
は
、
だ
れ
か
が
一

枚
の
正
確
な
青
写
真
を
描
い
て
、
そ
れ
を
軸
に
全
員
が
結
集
す
る
と
い
う
や
り
方
を
と
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
集つ

ど

っ
た
ひ
と
た
ち
の
ゆ
る
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
の
交
換
と
調
整
の
な

か
で
、
つ
ま
り
最
後
ま
で
た
が
い
の
差
異
を
解
消
し
な
い
ま
ま
、
そ
れ
で
も
最
後
は
こ
れ
以
外
に
は
な
い
と
い
う
一
つ
の
と
こ
ろ
へ
も
っ
て
ゆ
く･

･･
･･･

と
い
う
動
き
方
を
し
よ

う
と
す
る
。
こ
れ
を
言
い
か
え
る
と
、
い
ま
何
が
必
要
か
、
そ
れ
を
自
分
の
「
や
り
た
い
」
こ
と
の
ほ
う
か
ら
で
は
な
く
、
他
者
か
ら
の
呼
び
求
め
に
応
じ
て
考
え
、
そ
し
て
動

く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
逆
説
的
に
も
ひ
と
を
受
け
身
で
な
く
す
。「
こ
れ
、
わ
た
し
の
所
轄
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
こ
れ
、
わ
た
し
や
っ

と
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
他
者
に
認
め
ら
れ
る
、
Ｃ

他
者
の
意
識
の
宛
て
先
に
自
分
が
な
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
、
ひ
と
を
突
き
動
か
す
一
つ
の

支
え
と
な
っ
て
い
る
。 

 

他
者
の
小
さ
な
声
に
、
さ
さ
や
か
な
訴
え
に
、
〝Ca

n 
I 
h
el
p 
you

?

〟
と
す
ぐ
に
応
じ
る
用
意
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
「
リ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
」
は
そ
の
よ
う
に
地
べ
た
か

ら
立
ち
上
が
る
の
で
な
け
れ
ば
、
根
な
し
草
に
な
っ
て
し
ま
う
。 
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問
一 
傍
線
部
①
～
⑥
の
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
ａ
「
度
外
視
」
、
傍
線
部
ｂ
「
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
」
、
傍
線
部
ｃ
「
に
わ
か
」
、
傍
線
部
ｄ
「
や
っ
き
に
な
る
」
の
意
味
を
記
し
な
さ
い
。 

 

問
三 

傍
線
部
Ａ
「
自
由
の
時
代
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
も
の
を
本
文
中
か
ら
９
字
で
抜
き
出
し
て
記
し
な
さ
い
。 

 

問
四 

傍
線
部
Ｂ
「
含
意
」
を
使
っ
て
短
文
を
作
り
な
さ
い
。 

 

問
五 

傍
線
部
Ｃ
「
他
者
の
意
識
の
宛
て
先
に
自
分
が
な
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
１
０
０
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
六 

ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
述
べ
な
さ
い
。 

  

1 

Ⅰ 次の(1)～(15)の（ ）内に入れるのに最も適当なものを、それぞれ下の①～④のうちか

ら一つずつ選びなさい。 

 

(1)  When he teaches his classes how to write business letters, he uses real letters as (     ). 

① examples ② memories ③ signs ④ worries 

 

(2)  He has been (     ) from bad toothache lately, so he is going to see the dentist on Monday.  

① developing ② drawing ③ operating ④ suffering 

  

(3)  It takes me a long time to get to sleep, but my brother falls asleep as (     ) as he lies down.                  

① hard ② low ③ near ④ soon 

 

(4)  When we ride a bicycle, we should wear a helmet to (     ) our head.                                    

① influence ② notice ③ protect ④ translate 

 

(5)  Do you know what the entrance (     ) of the art museum is for students? 

① cost ② fare ③ fee ④ price 

 

 (6)  Many students were late for class because the bus (     ) on the way to school.            

① broke down ② held on ③ looked out ④ stood up 

 

 (7)  I’d like to (     ) a reservation for two people for dinner at six tonight.                                   

① hear ② make ③ start ④ take 

 

 (8)  He walked on quickly, and she had to hurry to (     ) up with him. 

① catch ② do ③ put ④ take 

 

 (9)  She needed to get her camera (     ) before her trip, so she took it to a store downtown. 

① repair ② repaired ③ repairing  ④ to repair 

 

(10)  He had to tell his kids again and again to keep quiet and not (     ) other people in the 

library. 

① disturb ② explore  ③ navigate  ④ suspect 
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(11)  What do the letters UNESCO (     ) for? 

 ① get ② have  ③ put   ④ stand  

 

(12)  She decided to make a birthday cake for her mother (     ) buying one at a bakery. 

 ① despite that  ② except for  ③ in return ④ instead of 

 

(13)  He caught a cold and took a day off from work.  (     ), he recovered quickly and went 

back to the office. 

 ① However  ② Otherwise ③ Since  ④ Though 

 

(14)  I’ve been buying a lot of clothes lately, (     ) I don’t have much money left. 

 ① because  ② but  ③ since  ④ so 

 

(15)  There were still several errors in his report (     ) he tried to correct all his mistakes. 

 ① because ② if ③ though  ④ when 

 
 
 
Ⅱ 次の(1)～(5)について、日本文の意味になるように、それぞれの語群の語句を並べ替え

て英文を作り、解答欄に全文を書きなさい。 

(1) 雨で試合を続けることができなくなった。 

The heavy rain [ it, continue, the game, made, impossible, to ] . 

 

(2) もっと早く電話せずに申し訳ない。 

I’m [ you, calling, sorry, sooner, not, for ] . 

 

(3) そのようにして佐藤氏はビジネスに成功した。 

That [ Mr. Sato, business, is, succeeded, how, in ] . 

 

(4) 村上春樹は世界で最も有名な日本人の一人だ。 

Haruki Murakami [ Japanese, one, is, famous, the most, of ] in the world. 

 

(5) そのコンピュータは高くて私には買えない。 

The computer [ me, is, expensive, too, for, to ] buy. 
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Ⅲ  次の英文を読んで、後の問に答えなさい。 

TOTTORI — A superhero clad in a green suit stood before an audience of about 200 children and 
their parents, calling on them for help.  
   “Please lend me your powers.”  
   The hero then launched an attack on the villain, shouting: “Take that! ‘Tottori love beam!’” 
   The hero and villain eventually patched things up and ended on an encouraging note, telling the 
audience, “Work hard at saving the environment and making Earth a better place to live.” 
   The scene occurred at a municipal nursery school in the town of Yazu, Tottori Prefecture, in 
mid-June. Under the name Eco Sentai Sunabazu, the green-suited hero visits kindergartens and 
nursery schools and battles a villainous CO2 character to save the Earth, educating children along the 
way about ways to prevent global warming. 
   The superhero is actually Iori Komoto, 21, a senior in the environmental studies department of 
Tottori University of Environmental Studies who researches renewable energy. Komoto “transforms” 
into Sunabazu and calls on children to live an eco-friendly lifestyle. 
   The villain was played by Yasuhiro Miyazaki, 25, a member of nonprofit organization 
Environmental Community Organization for the Future of Tottori.  
   Komoto and Miyazaki hope the show becomes an opportunity for children and their parents “to 
think together about eco-friendly lifestyles.” 
   The Tottori prefectural government requested that the NPO act as the Tottori Center for Climate 
Change Actions (TCCCA), the prefectural base for promoting global warming countermeasures. The 
government commissions the NPO with organizing performances as part of its environmental 
projects. Komoto frequents the TCCCA’s office at his university. 
   In autumn 2016, Komoto proposed creating a superhero who can motivate children to think 
about environmental issues. 
   He bought a costume and wrote a script he thought would appeal to children, then formed a 
group with Miyazaki and four to five like-minded classmates. The group began appearing at events 
and visiting facilities in January 2017. 
   Unlike typical good-versus-evil stories, Komoto’s script does not leave the CO2 character 
completely vanquished in the end. 
   “The true villains are humans who increase CO2 emissions, and I want the audience to realize 
that,” Komoto said. 
   “There are many things you can do now to help save money on electricity,” Komoto said. “I 
want to get the word out that efforts to prevent global warming lead to improving people’s quality of 
life.” 

注 clad 身にまとった、着た  villain 悪役、敵役、 villainous 悪人の 
 countermeasure 対応策  vanquish （敵を）負かす、やっつける 

 
Adapted from Nobuyuki Nakata (Yomiuri Shimbun Staff Writer) ‘Student takes heroic stand against 
global warming,’ The Japan News, August 3, 2018  
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問 次の(1)～(8)の各問に英語で答えなさい。 
(1) What is the name of the superhero in a green suit? 

(2) When did the hero perform in Yazu, Tottori? 

(3) Who was in the audience for the performance? 

(4) What does the villain character represent? 

(5) Who played the superhero? 

(6) Who played the villain? 

(7) What is the purpose of the TCCCA’s performances? 

(8) How is TCCCA’s anti-global warming show different from a typical good-versus-evil story? 
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Ⅳ 次の英文を読んで、後の問に答えなさい。 

There are many rules in our life, and there are probably very few of us who feel like having so 

many rules around us.  We wouldn’t want anything to deprive us of the freedom to do what we 

want, such as school rules about clothing, accessories, and hair color and length.  That doesn’t 

mean we want no rules.  In fact, most of us prefer to have rules in place as long as we gain 

something we value by giving up some of our freedom. 

Consider the traffic rule.  It requires that both cars and pedestrians stop at red lights and go at 

green lights.  You mustn’t walk or run a red light however badly you want to.  If the rule is strictly 

followed, no pedestrian would be hurt or killed at intersections, and no driver would end up having 

to pay a large amount of compensation for hurting or killing pedestrians or other drivers.  The 

traffic rule thus limits the freedom of both drivers and pedestrians while securing the safety of both.  

In this way, the benefits we gain from having and following rules seem to encourage most of us to 

affirm, favor, and follow rules, but not all of us. 

In 1969, the American sociologist Travis Hirschi proposed what he called a social bond.  The 

social bond is one between individual and society consisting of four major elements: attachment, 

commitment, involvement and belief.  Belief is acceptance of the moral significance of the rules in 

society.  According to Hirschi, the stronger the belief was, the less likely individuals would be to 

break rules and commit crimes.  If there are so many violent crimes in our community that 

following rules seems only to cause loss of lives, our social bond is weakened.  As a result, we are 

less likely to accept, value and follow rules. 

注 Travis Hirschi トラヴィス・ハーシー（1935–2017）    bond 絆 

 

 

問 1 次の各文のうち、本文に書かれているものには〇を、書かれていないものには×をつけな

さい。 
(1) Very few of us hate to have rules because they take away freedom from us. 

(2) Most of us are willing to have our freedom limited by rules if we get something valuable 

instead. 

(3) It is acceptable for you to walk across a street when the traffic light is red if you don’t walk in a 

bad manner. 

(4) Hirschi’s studies included the bond between individual and society and its relationship with 

individuals’ attitude toward rules. 

(5) If following rules seems to you to be useless and cause nothing good, you would be more likely 

to break rules. 
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問 2 次の二つの質問のうちどちらか一つを選び、英語で答えなさい。ただし、理由や具体

例などあなたの答えの根拠を示し、30 語以上で書くこと。 
(1) What kind of rules would you like to add in society in order to make your life better? 

(2) According to Hirschi’s definition, which do you think your social bond is, strong or weak? 


