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□
⑴
　
本
文
を
、
次
の
観
点
か
ら
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
と
す
る
と
、
第
二
の
部
分

は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
に
な
り
ま
す
か
。
第
二
の
部
分
の
最
初
と
最
後
の
四
字

を
文
章
中
か
ら
書
き
ぬ
き
ま
し
ょ
う
。（
句く

読と
う

点
も
字
数
に
含ふ
く

み
ま
す
。）

　
　【
第
一
の
部
分
】
筆
者
の
考
え
を
述の

べ
て
い
る
。

　
　【
第
二
の
部
分
】
第
一
の
部
分
に
関
連
す
る
筆
者
の
見
聞
（
見
た
り
聞
い
た
り

し
た
こ
と
）
を
述
べ
て
い
る
。

　
　【
第
三
の
部
分
】
第
二
の
部
分
を
受
け
て
筆
者
の
考
え
を
ま
と
め
て
い
る
。

　

～

□
⑵
　
　
　
線
Ａ
～
Ｃ
に
つ
い
て
、「
事
実
」
な
ら
ば
ア
、「
意
見
」
な
ら
ば
イ
を
書

き
ま
し
ょ
う
。

Ａ
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□
⑶
　

　
線
①
「
こ
ど
も
の
、
ホ
ラ
話
、
若
い
と
き
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
自
然
で

あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
が
こ
う
考
え
る
理
由
を
次

の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
。

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
文
章
中
の
言
葉

を
使
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
　

　
　
　
　
　
　
と
い
う
事
実
に
加
え
、
ウ
ソ
の
中
に
存
在
す
る

　
　
　
　
　
　
と
考
え
る
か
ら
。

　
年
を
と
っ
て
き
て
、
す
こ
し
も
の
が
わ
か
り
か
け
る
よ
う
に
な
り
、Ａ
こ
ど
も

の
と
き
の
ウ
ソ
、作
り
話
は
ひ
と
つ
の
創そ
う

造ぞ
う

で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
Ｂ
た
わ
い
も
な
い
こ
ど
も
の
作
り
話
を
、
真
に
受
け
て
、
大お
お

騒さ
わ

ぎ
す
る
の
は
お

か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

　
人
間
に
は
生
ま
れ
つ
き
、
ウ
ソ
を
つ
く
能の
う

力
り
ょ
く

が
あ
っ
て
、
あ
り
も
し
な
い

こ
と
を
あ
る
よ
う
に
言
っ
た
り
、
考
え
た
り
す
る
。
そ
れ
が
悪
だ
と
す
る
な
ら

ば
、＊
原げ
ん

罪ざ
い

と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
目
く
じ
ら
を
立
て
て
、
こ
ど
も
の
フ＊
ィ
ク
シ
ョ
ン
能
力
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
う

と
、
そ
れ
に
傷き
ず

つ
い
て
心
に
傷
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
芸げ
い

術
じ
ゅ
つ

と
い
う
も
の
が
、
道
徳
と
は
別
に
お
も
し
ろ
い
文
化
に
な
り
う
る
の

は
、
ウ
ソ
、
作
り
話
、
想そ
う

像ぞ
う

の
中
に
、
常
じ
ょ
う

識し
き

と
は
違ち
が

っ
た
〝
真
〟
が
存そ
ん

在ざ
い

す

る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
う
考
え
る
と
、①
こ
ど
も
の
、
ホ
ラ
話
、
若わ

か

い
と
き
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
自

然
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、Ｃ
ウ
ソ
は
と
に
か
く
よ
く
な
い
、
と
い

う
考
え
の
人
が
大
半
を
占し

め
て
い
る
た
め
に
、
お
も
し
ろ
い
話
が
生
ま
れ
に
く

い
。
律り
ち

儀ぎ

で
、
正
直
で
、
お
も
し
ろ
く
な
い
人
た
ち
が
、
大
手
を
ふ
っ
て
生
き

る
世
の
中
に
な
る
。

　
Ｔ
テ
ィ
ー

さ
ん
は
老
英
文
学
者
で
、
人
な
み
す
ぐ
れ
た
文
章
を
書
く
。
厳げ
ん

父ぷ

は
す

ぐ
れ
た
国
文
学
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
教
わ
っ
た
そ
う
な
の
で
あ
る
。

　
き
い
て
み
る
と
、②
一
度
だ
け
こ
と
ば
づ
か
い
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
た
こ
と
が

あ
る
、
と
言
っ
た
。

　
小
学
校
低
学
年
だ
っ
た
Ｔ
少
年
が
、
正
月
に
、
お
じ
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
は
が

き
を
書
い
た
。
父
親
に
そ
れ
を
見
せ
る
と
、
よ
く
書
け
て
い
る
が
、
書
き
方
が

よ
く
な
い
と
言
わ
れ
る
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

例
題

5101520

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
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●
事
実
と
意
見
を
区
別
し
な
が
ら
読
み
進
め
ま
し
ょ
う
。

　
・ 

意
見
は
主
語
や
文
末
表
ひ
ょ
う

現げ
ん

か
ら
判は
ん

断だ
ん

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
私
わ
た
し

は

～
と
思
う
（
考
え
る
）。」「
～
す
る
べ
き
だ
。」「
～
で
は
な
い
か
。」
な
ど
。

●
意
見
に
注
目
し
て
読
み
ま
し
ょ
う
。

　
・
文
章
の
中
で
は
、
事
実
よ
り
も
意
見
の
内な
い

容よ
う

を
中
心
に
と
ら
え
ま
し
ょ
う
。

ポ
イ
ン
ト

□
⑷
　

　
線
②
「
一
度
だ
け
こ
と
ば
づ
か
い
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
、

と
言
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
Ｔ
さ
ん
が
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
一
文
を
、
文
章
中
か
ら
探さ
が

し
て
、
最
初
の
四
字
を
書
き
ぬ
き
ま
し
ょ
う
。

□
⑸
　

　
線
③
「
少
年
に
は
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ

う
な
こ
と
に
と
ま
ど
っ
た
の
で
す
か
。「
…
…
こ
と
。」
に
つ
な
が
る
よ
う
に
、

文
章
中
の
言
葉
を
使
っ
て
、
二
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

こ
と
。

□
⑹
　
こ
の
文
章
の
筆
者
の
考
え
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
。

に
あ
て

は
ま
る
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら
十
六
字
で
書
き
ぬ
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　ウ
ソ
は
大
切
に
す
る
べ
き
だ
。

□
⑺
　
こ
の
文
章
の
内
容
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
ま
し
ょ
う
。

　
　
ア
　
こ
ど
も
は
ウ
ソ
を
し
か
ら
れ
て
も
、
心
が
傷
つ
い
た
り
は
し
な
い
。

　
　
イ
　
す
ぐ
れ
た
文
章
を
書
く
た
め
に
は
ウ
ソ
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
。

　
　
ウ
　
相
手
の
気
持
ち
や
立
場
を
考
え
て
ウ
ソ
を
つ
く
こ
と
も
必
要
だ
。

　
　
エ
　
ウ
ソ
を
つ
く
と
、
な
く
て
も
い
い
ト
ラ
ブ
ル
が
お
き
て
し
ま
う
。

�

�����

�����

「
原
っ
ぱ
へ
遊
び
に
行
き
ま
し
た
が
、
だ
れ
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
…
…
」

と
あ
る
と
こ
ろ
を
と
ら
え
て
、
正
月
早
々
、
こ
う
い
う
淋さ
び

し
い
こ
と
を
書
く
も

の
で
は
な
い
。「
み
ん
な
が
た
の
し
そ
う
に
遊
ん
で
い
ま
し
た
」
と
書
き
な
お

し
な
さ
い
、
と
言
わ
れ
た
。③
少
年
に
は
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
。

「
ウ
ソ
を
書
く
ん
で
す
か
」

　
そ
う
き
く
と
、「
正
月
早
々
、
ひ
と
が
い
な
か
っ
た
な
ど
と
い
う
の
は
よ
ろ

し
く
な
い
。
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
と
し
な
さ
い
…
…
」

　
Ｔ
少
年
は
、
き
び
し
い
父
が
、
あ
え
て
ウ
ソ
を
書
け
、
と
言
う
の
が
、
わ
か

ら
な
か
っ
た
。
い
い
年
に
な
っ
て
、
や
っ
と
、
こ
と
ば
づ
か
い
と
い
う
の
は
相

手
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
、た
と
え
本
当
の
こ
と
で
も
、自
分
中
心
に
も
の
を
言
っ

て
は
い
け
な
い
、
そ
れ
が
文
化
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た

と
い
う
。

　
こ
と
ば
は
相
手
の
気
持
ち
や
立
場
に
合
わ
せ
て
つ
か
う
も
の
で
、
自
分
勝
手

な
こ
と
を
言
っ
た
り
書
い
た
り
す
る
の
は
、
幼よ
う

稚ち

で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を

一
生
知
ら
ず
に
終
わ
る
人
が
多
い
た
め
に
、
な
く
て
も
い
い
、
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

が
お
き
る
。

　
ウ
ソ
に
は
、
よ
く
な
い
黒
い
ウ
ソ
と
、
も
の
ご
と
を
お
も
し
ろ
く
、
楽
し
く

す
る
白
い
ウ
ソ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
知
る
の
は
貴き

重
ち
ょ
う

で
あ
る
。

（
外と

山や
ま

滋し
げ

比ひ

古こ

「
伝
達
の
整
理
学
」
よ
り
）

（
注
）
原
罪
…
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
罪つ

み

。

　
　
　
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
…
想
像
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
話
。

25303540

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
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演
習
問
題

演
習
問
題

1
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

　
学
校
で
は
科
学
の
こ
と
を
「
理
科
」
と
呼よ

ん
で
い
る
の
で
す
が
、
科
学
の
基き

礎そ

知ち

識し
き

を
学
ぶ
理
科
は
、
小
中
高
に
お
い
て
は
必ひ
っ

須す

の
科
目
に
な
っ
て
い
ま
す
。
科

学
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る
恩お
ん

恵け
い

を
受
け
、
さ
ら
に
豊ゆ
た

か
に
実
ら
せ
る
た
め
に
は
、

誰だ
れ

も
が
科
学
の
基
礎
知
識
を
正
し
く
持
つ
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
た
め

で
す
。
科
学
は
基
礎
的
な
知
識
の
上
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
応お
う

用よ
う

分
野
が
幅は
ば

広ひ
ろ

く
展て
ん

開か
い

し
て
い
く
学
問
で
す
か
ら
、
し
っ
か
り
基
礎
を
学
ん
で
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

直
ち
ょ
く

接せ
つ

役
に
立
た
な
い
よ
う
に
見
え
る
基
本
的
な
知
識
で
あ
っ
て
も
、
お
ろ
そ
か

に
せ
ず
、
身
に
つ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。
科
学
・
技ぎ

術
じ
ゅ
つ

文
明
の
時

代
を
生
き
る
た
め
に
、
誰
も
が
学
校
で
理
科
を
学
ぶ
こ
と
が
現げ
ん

代だ
い

人じ
ん

の
常
じ
ょ
う

識し
き

と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
心
に
留と

め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
科
学
・
技
術
が

原げ
ん

因い
ん

と
な
っ
た
事じ

故こ

や
事じ

件け
ん

が
多
く
起
こ
る
よ
う
に
な
り
、
必
ず
し
も
科
学
・
技

術
が
善ぜ
ん

と
ば
か
り
言
え
な
い
状
じ
ょ
う

況
き
ょ
う

が
生
じ
て
い
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、科
学
・

技
術
は
万ば
ん

全ぜ
ん

で
は
な
く
、
す
べ
て
良
い
こ
と
ば
か
り
を
も
た
ら
し
て
く
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
と
は
い
え
、
私
わ
た
し

た
ち
は
科
学
・
技
術
と
無む

縁え
ん

の
生
活

を
送
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
私
た
ち
は
科
学
・
技
術
の
マ
イ
ナ
ス
の
面
も

含ふ
く

め
て
、
そ
の
中
身
を
よ
く
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
科
学
・
技
術
は
絶ぜ
っ

対た
い

的て
き

に
正
し
い
と
か
、
科
学
・
技
術
は
ま
っ
た
く
信
用
で
き
な
い
と
か
の
極
き
ょ
く

端た
ん

な
立
場
で
は
な
く
、
良
い
面
と
悪
い
面
を
し
っ
か
り
と
区
分
け
す
る
目
を
持
ち
、

良
い
面
を
伸の

ば
し
、
悪
い
面
を
抑お
さ

え
て
い
く
よ
う
に
す
る
。
そ
ん
な
態た
い

度ど

が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
科
学
・
技
術
は
万ば
ん

能の
う

で
は
な
く
、
限げ
ん

界か
い

が
あ
る

こ
と
を
知
る
こ
と
も
、
科
学
・
技
術
を
学
ぶ
重
要
な
目
標
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
現
代
の
科
学
・
技
術
の
限
界
が
見
え
た
例
と
し
て
、①
２
０
１
１
年
３
月
11
日
の
東

日
本
大
震し

ん

災さ
い

が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
大
地
震
や
大お
お

津つ

波な
み

の
発
生
を

5101520

正せ
い

確か
く

に
予よ

測そ
く

で
き
な
い
科
学
の
弱
点
が
露あ
ら

わ
に
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
科
学

が
す
べ
て
の
自
然
現げ
ん

象
し
ょ
う

を
解か
い

明め
い

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
引
き
続
い
て
起
こ
っ
た
福ふ
く

島し
ま

第
一
原
子
力
発
電
所
（
原
発
）
の
メ＊
ル
ト
ダ

ウ
ン
事
故
は
、
現
代
科
学
の
粋す
い

で
あ
る
は
ず
の
原
発
が
意
外
に
脆も
ろ

い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
見
せ
つ
け
ま
し
た
。
現
代
の
科
学
と
技
術
が
万
全
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
の
で
す
。
多
く
の
人
々
は
、「
原
発
は
安
全
」
と
の
宣せ
ん

伝で
ん

を
す
っ
か
り
信
じ

て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
神
話
」
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
知
ら

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、「
私
た
ち
は
安
全
神
話
に
騙だ
ま

さ
れ
て
い

た
」
と
言
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
事
実
だ
と
し
て
も
、②
原
発
を
推す

い

進し
ん

し
て
き
た
政せ

い

府ふ

や
電
力
会
社
や
原
子
力
の
専せ

ん

門も
ん

家か

を
非ひ

難な
ん

す
る
だ
け
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
と
い
う
の
は
、
言げ
ん

論ろ
ん

・
出
し
ゅ
っ

版ぱ
ん

の
自
由
が
あ
る
日
本
に
お
い
て
は
、
原
発
が
危き

険け
ん

な
施し

設せ
つ

で
あ
っ
て
脱だ
つ

原
発
の
道
を
歩あ
ゆ

む
べ
き
だ
と
主し
ゅ

張
ち
ょ
う

す
る
運
動
が
存そ
ん

在ざ
い

し
、

多
く
の
本
が
出
版
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
情
じ
ょ
う

報ほ
う

を
得え

る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
勉
強
し
よ
う
と
思
え
ば
、
い
つ
で
も
原
発
の
危き

険け
ん

性せ
い

を
知
る
こ
と
が
で
き

た
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
多
く
の
人
た
ち
は
そ
れ
ら
の
警け
い

告こ
く

に
耳
を
貸か

さ
ず
、

原
発
の「
安
全
神
話
」の
み
を
信
じ
込こ

ん
で
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
事
故
が
起
こ
っ

た
後
に
な
っ
て
、「
原
発
が
そ
ん
な
危
険
な
も
の
と
は
知
ら
な
か
っ
た
」
と
言
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
果
た
し
て
そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
原
発
に
つ
い
て
知

ろ
う
と
し
な
い
ま
ま
、
た
だ
騙
さ
れ
て
い
た
と
言
う
自
分
も
悪
か
っ
た
と
反
省
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
人
々
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
、
現
代
社
会
の
大
き
な
落
と
し
穴あ
な

が
あ
る
と
言

え
そ
う
で
す
。
私
た
ち
は
科
学
・
技
術
の
恩
恵
に
慣な

れ
過す

ぎ
て
、
科
学
・
技
術
が

必
然
的
に
持
っ
て
い
る
負
の
側
面
を
考
え
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
結
果
、
何
ら
疑
う
た
が

う
こ
と
な
く
一
方
的
な
宣
伝
に
乗
せ
ら
れ
、
簡か
ん

単た
ん

に
騙
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。二
度
と
騙
さ
れ
な
い
た
め
に
、私
た
ち
は
科
学
・

技
術
の
内
実
を
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
池い

け

内う
ち

了
さ
と
る

「
な
ぜ
科
学
を
学
ぶ
の
か
」
よ
り
）

（
注
）
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
…
原げ
ん

子し

炉ろ

の
事
故
の
一
種
。

253035404550

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
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□
⑴
　

　
線
①
「
２
０
１
１
年
３
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災
」
に
よ
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
か
。「
技
術
」
と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
五
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

□
⑵
　

　
線
②
「
原
発
を
…
…
い
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者

は
多
く
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
反
省
す
る
べ
き
だ
と
述の

べ
て
い
ま
す

か
。
文
章
中
の
言
葉
を
使
っ
て
三
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

　□
⑶
　
こ
の
文
章
の
内な
い

容よ
う

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
ま
し
ょ
う
。

ア
　
学
校
は
、
科
学
の
基
礎
知
識
を
も
っ
と
教
え
る
べ
き
だ
。

イ
　
日
本
人
は
、
脱
原
発
を
主
張
で
き
る
よ
う
に
な
る
べ
き
だ
。

ウ
　
私
た
ち
は
、
科
学
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
。

エ
　
現
代
社
会
は
、
科
学
の
負
の
側
面
を
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
。�

�����

�����

2
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

　
私

わ
た
し

が
あ
ら
た
め
て
申
す
ま
で
も
な
く
、
今
日
の
私
ど
も
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る

方
面
に
、
科
学
の
生
み
出
し
た
結
果
が
入
り
込こ

ん
で
来
て
い
る
。
ラ
ジ
オ
を
き
き
、

電
車
に
乗
り
、
自
動
車
に
乗
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
科
学
が
生
活
の
中
に

浸し
ん

透と
う

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
、
ご
く
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
私
ど
も
の
周
し
ゅ
う

囲い

に
あ
る
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
生
産
す
る
過か

程て
い

に
は
、
科
学
の
成
果
が
色
々

な
形
で
採と

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
中
ち
ゅ
う

略
り
ゃ
く

）

　
し
か
し
、①
科
学
の
影え

い

響
き
ょ
う

力
り
ょ
く

と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
、
い
わ
ゆ
る
文
明
の

利
器
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
限か

ぎ

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
科
学
が
進
歩
し
、
そ

れ
が
日に
ち

常
じ
ょ
う

生
活
の
中
に
入
っ
て
来
る
と
い
う
の
は
、単
に
目
に
見
え
る
形
で
入
っ

て
く
る
だ
け
で
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
の
物
の
考
え
方
、
生
活
態た
い

度ど

と
い
う
よ
う
な

も
の
が
、
そ
れ
と
一い
っ

緒し
ょ

に
変か
わ

っ
て
行
く
と
い
う
点
、
そ
こ
に
む
し
ろ
一
つ
一
つ
の

文
明
の
利
器
が
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
同
等
以
上
の
重
じ
ゅ
う

要よ
う

性せ
い

が
あ
る
と
思
う
。

　
た
と
え
ば
、
科
学
が
発
達
し
て
お
ら
な
か
っ
た
時
代
、
あ
る
い
は
科
学
者
は
科

学
を
研
究
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
一い
っ

般ぱ
ん

の
人
た
ち
に
は
非ひ

常
じ
ょ
う

に
縁え
ん

遠ど
お

く
、
一
般

人
の
生
活
の
中
に
入
っ
て
来
な
か
っ
た
と
い
う
時
代
に
は
、
一
般
の
人
た
ち
の
物

の
考
え
方
と
い
う
も
の
は
、
今
日
と
は
非
常
に
違ち
が

っ
て
い
た
。
ず
っ
と
昔
の
未
開

時
代
か
ら
遺の
こ

っ
て
い
る
、
い
ろ
い
ろ
な
迷め
い

信し
ん

と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
何
の
反
省

も
な
く
信
じ
ら
れ
て
お
っ
て
、
昔
か
ら
の
し
き
た
り
だ
か
ら
、
そ
の
通
り
す
る
。

そ
の
よ
う
な
し
き
た
り
の
中
に
は
、
特
に
害が
い

毒ど
く

も
な
く
、
そ
の
ま
ま
続
い
て
お
っ

て
も
差さ
し

支つ
か

え
な
い
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
豊ゆ
た

か
に
し
て
い
る
と

い
う
よ
う
な
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
た
と
え
ば
、
私
の
住
ん
で
い
る
、
こ
の

京
き
ょ
う

都と

の
町
、
こ
う
い
う
古
い
町
に
は
、
昔
か
ら
の
し
き
た
り
に
従
し
た
が

っ
て
、
い
ろ

い
ろ
な＊
年ね
ん

中
ち
ゅ
う

行
事
が
あ
る
。
祇ぎ

園お
ん

祭
ま
つ
り

で
あ
る
と
か
、
大だ
い

文も
ん

字じ

の
送
り
火
で
あ
る

と
か
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
の
年
中
行
事
が
あ
る
が
、
こ
う
い
う
も
の
は
、
そ
の
多

く
は
楽
し
い
も
の
で
あ
り
、
美
し
い
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
う
る
お

510152025

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
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□
⑴
　

　
線
①
「
科
学
の
影
響
力
と
い
う
も
の
は
、
…
…
限
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
が
述
べ
て
い
る
文
明
の
利
器
に
関
す
る
こ

と
以
外
の
科
学
の
影
響
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
。

に
あ
て
は

ま
る
言
葉
を
、
文
章
中
の
言
葉
を
使
っ
て
五
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
人
間
の
社
会
生
活
と
い
う
も
の
が
、
科
学
的
な
知
識
と
照
し
合
せ
て
み
て
、

□
⑵
　

　
線
②
「
こ
れ
」
が
指
し
示し
め

す
内な
い

容よ
う

を
、「
…
…
こ
と
。」
に
つ
な
が
る

よ
う
に
文
章
中
か
ら
十
四
字
で
探さ
が

し
、
最
初
と
最
後
の
四
字
を
書
き
ぬ
き
ま

し
ょ
う
。�

～

こ
と
。

□
⑶
　

　
線
③
「
昔
か
ら
あ
る
…
…
も
の
で
は
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
京
都

の
年
中
行
事
以
外
で
、
筆
者
が
残
し
て
お
い
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
こ
と

の
例
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
。

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
文

章
中
の
言
葉
を
使
っ
て
三
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
迷
信
を
信
じ
る
こ
と
で
、

い
を
与あ
た

え
て
い
る
。
よ
そ
か
ら
来
る
人
も
、
そ
れ
を
見
て
楽
し
む
。
こ
れ
ら
は
非

常
に
結け
っ

構こ
う

な
こ
と
で
、
特
に
問
題
と
す
べ
き
こ
と
は
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
う
い
う
も
の
に
伴

と
も
な

っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
迷
信
が
残ざ
ん

存ぞ
ん

し
て
い
る

場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
す
れ
ば
病
気
が
治
る
と
か
、
ど
う

い
う
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
祟た

た

り
が
あ
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
信
ぜ
ら
れ
、

行
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
も
、
そ
の
人
が
、
そ
う
い
う
お
呪の

ろ

い
そ
の
他
の

も
の
を
信
じ
て
、
そ
れ
で
そ
う
い
う
気き

持も
ち

に
な
り
、
そ
の
人
の
気
分
を
軽
く
し
、

そ
れ
で
気
持
が
快

こ
こ
ろ
よ

く
な
り
、
健
康
状
じ
ょ
う

態た
い

に
も
良
い
影
響
が
あ
る
と
い
う
限
り

に
お
い
て
は
、
何
も
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
の
が
、
だ
ん
だ

ん
極

き
ょ
く

端た
ん

に
な
る
と
、
現げ
ん

代だ
い

の
医
学
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
科
学
的
な
方
法

で
病
気
を
治
す
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
努
力
が
薄う

す

ら
ぐ
、
そ
う
い
う
影
響
が
あ
る

場
合
に
は
、②
こ
れ
は
困こ
ま

っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
科
学
が
だ
ん
だ
ん
と
発
達
し
て
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
昔
か
ら
人
間
が
、
何
と
な

く
信
じ
て
お
っ
た
こ
と
、
習

し
ゅ
う

慣か
ん

的て
き

に
信
じ
て
お
っ
た
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合

に
つ
い
て
、
よ
く
反
省
し
、
現げ

ん

在ざ
い

わ
れ
わ
れ
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
科
学
的
な
知ち

識し
き

と
い
う
も
の
と
照て
ら

し
合あ
わ

せ
て
み
て
、
間
違
っ
て
い
る
も
の
は
捨す

て
て
し
ま
う
。

そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
と
皆み

な

の
物
の
考
え
方
の
筋す
じ

が
通
っ
て
来
る
、
無

理
の
な
い
考
え
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
皆
の
生
活
が
、

一
方
で
は
、
科
学
の
い
ろ
い
ろ
な
成
果
を
直

ち
ょ
く

接せ
つ

利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活

が
楽
に
な
り
、
豊
か
に
な
る
と
同
時
に
、
人
間
の
社
会
生
活
と
い
う
も
の
が
、
無
理

が
少
な
く
な
っ
て
、
お
互た

が

い
に
気
持
よ
く
暮く
ら

し
て
行
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
い

う
効こ

う

果か

が
あ
っ
て
初
め
て
、
科
学
と
い
う
も
の
の
真し
ん

価か

が
発は
っ

揮き

さ
れ
た
の
だ
と
思
う
。

　
先
ほ
ど
も
述の

べ
た
よ
う
に
、
科
学
が
発
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
も
、③
昔

か
ら
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
習
慣
を
み
な
、
古
く
か
ら
あ
る
も
の
だ
か
ら
と
い
う
理
由

で
、
そ
れ
を
捨
て
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
よ
う
な
破は

壊か
い

的て
き

な
作
用
を
す
べ
き
も
の

で
は
な
い
。
昔
か
ら
あ
る
も
の
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
、
喜

よ
ろ
こ

び
、
う
る
お

い
を
与
え
る
も
の
、
こ
れ
は
で
き
る
だ
け
残
し
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

（
湯ゆ

川か
わ

秀ひ
で

樹き

「
科
学
を
生
き
る
」
よ
り
）

（
注
）
年
中
行
事
…
毎
年
決
ま
っ
た
時
期
に
行
わ
れ
る
行
事
。

3035404550

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
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物
の
音
や
様
子
な
ど
を
表
現
し
た
言
葉
を
、
擬ぎ

声せ
い

語
・
擬ぎ

態た
い

語
と
言
い
ま
す
。

擬
声
語
…
物
の
音
な
ど
を
、
言
葉
で
表
現
し
た
も
の
。

例
　
手
を
パ
チ
パ
チ
た
た
く
。

擬
態
語
… 

物
事
や
人
物
の
様
子
、
人
物
の
気
持
ち
な
ど
を
、
言
葉
で
表
現
し

た
も
の
。

例
　
太
陽
が
じ
り
じ
り
照
り
つ
け
る
。

　
　
あ
の
と
き
は
と
て
も
は
ら
は
ら
し
ま
し
た
。

※
擬
声
語
か
擬
態
語
か
は
、
文
の
内な
い

容よ
う

か
ら
判は
ん

断だ
ん

し
ま
し
ょ
う
。

　
・
ド
ア
を
ど
ん
ど
ん
た
た
く
。（
音
を
表
し
て
い
る
か
ら
擬
声
語
）

　
・
ご
飯
を
ど
ん
ど
ん
食
べ
る
。（
様
子
を
表
し
て
い
る
か
ら
擬
態
語
）

□
⑴
　
次
の

　
線
の
言
葉
が
、
擬
声
語
な
ら
ば
ア
、
擬
態
語
な
ら
ば
イ
の
記
号

を
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
①
　
風
が
ひ
ゅ
う
ひ
ゅ
う
ふ
く
。�
（
　
　
　
）

　
　
②
　
植
物
が
ぐ
ん
ぐ
ん
生
長
す
る
。�
（
　
　
　
）

　
　
③
　
友
人
が
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
い
る
。�

（
　
　
　
）

　
　
④
　
か
ら
す
が
カ
ア
カ
ア
鳴
い
て
い
る
。�

（
　
　
　
）

□
⑵
　
次
の

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
あ
と
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
ま

し
ょ
う
。（
同
じ
記
号
は
二
度
使
え
ま
せ
ん
。）

　
　
①
　
つ
く
え
が
不
安
定
で

す
る
。�

（
　
　
　
）

　
　
②
　
桜
さ
く
ら

の
花
び
ら
が

散
る
。�

（
　
　
　
）

　
　
③
　
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
で
き
ず
に

す
る
。�

（
　
　
　
）

　
　
④
　
お
も
し
ろ
い
形
の
虫
を

と
見
つ
め
る
。�

（
　
　
　
）

　
　
　
ア
　
い
ら
い
ら
　
　
イ
　
ま
じ
ま
じ

　
　
　
ウ
　
ぐ
ら
ぐ
ら
　
　
エ
　
は
ら
は
ら

言
語
事
項

擬
声
語
・
擬
態
語

□
⑶
　
次
の
文
章
に
は
、
誤
あ
や
ま

っ
た
言
葉
の
使
い
方
が
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
何

か
所
か
あ
り
ま
す
。
誤
っ
た
言
葉
の
使
い
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
〇
を
し

て
、
正
し
く
書
き
直
し
た
も
の
を
、
あ
と
の
解か
い

答と
う

欄ら
ん

に
書
き
ま
し
ょ
う
。
た

だ
し
、
書
き
写
す
と
き
は
、
原げ
ん

稿こ
う

用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
し
た
が
っ
て
書

き
ま
し
ょ
う
。

わ
た
し
の
家
の
近
く
に
は
広
い
菜
の
花
畑
が
あ
り
ま
す
。
毎
年
、
春
に

は
、
一
面
に
黄
色
い
じ
ゅ
う
た
ん
を
し
き
つ
め
た
よ
う
な
、
美
く
し
い
風

景
が
見
ら
れ
ま
す
。
晴
れ
た
日
は
と
く
に
き
れ
い
に
見
え
ま
す
。

菜
の
花
は
、
夏
に
種
が
ま
か
れ
、
秋
に
芽
が
出
し
、
冬
の
寒
さ
を
の
り

こ
え
て
、
春
に
花
を
さ
か
せ
る
そ
う
で
す
。
冬
の
寒
さ
を
ざ
っ
と
た
え
て

い
る
芽
の
よ
う
す
を
思
う
と
、
春
の
風
景
が
よ
り
い
っ
そ
う
感
動
的
に
思
え
る
。
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社会
　　長野県の野菜づくりについて調べ学習を行いました。次の資料を見て，あとの問いに答えましょう。

　長野県の南
みなみ

牧
まき

村
むら

にあるＪＲ野
の

辺
べ

山
やま

駅は，日本で最も標高が高い場所にある駅として知られ
ています。この駅の周辺には，八

やつ

ヶ
が

岳
たけ

のふもとにあたる野
の

辺
べ

山
やま

原
はら

という高原が広がっています。
この野辺山原では，Ａレタスやキャベツ，セロリなどの高原野菜がつくられています。野辺
山原では，これらの高原野菜を出

しゅっ

荷
か

するときにもくふうをしています。このくふうについて，
野辺山原がある南牧村のホームページでは，次のように説明しています。
「じゅうぶんに育ったレタスはつぎつぎにしゅうかくされて畑で箱につめられ，野菜集荷場に
運ばれます。そこで品

ひん

質
しつ

をきびしく検
けん

査
さ

し，Ｂ低温に保
たも

たれ，輸
ゆ

送
そう

中にいたまないように専
せん

用
よう

の保
ほ

冷
れい

トラックで全国各地に運ばれます。」

　⑴　下線部Ａについて，次の問いに答えなさい。
　□①	　右の資料１は東京都の市場への長野県・静岡県・福

岡県のセロリの出荷量を月ごとに表したものです。野
辺山原がある長野県の出荷には，どのような特

とく

徴
ちょう

が見
られますか。かんたんに書きなさい。

　□②　①のような出荷のためにおそづくりをする栽
さい

培
ばい

方法を何といいますか。	 （　　　　　　）
　□③	　長野県で②のような農業が行われる理由について，次の資料２をもとにして，かんたんに書

きなさい。

□⑵　下線部Ｂのように，レタスを保
ほ

存
ぞん

する温度が低く
なるように管理している理由を，右の文章を参考に
して，かんたんに書きなさい。

２

資料 1　�東京都の市場へのセロリの月別
出荷量

（東京都中央卸
おろし

売
うり

市場統
とう

計
けい

資料により作成）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

長野

（t）

［2019年］

静岡

福岡

0

100

200

300

400

500

600

700

資料２�　東京都の市場でのセロリの月別平
へい

均
きん

価
か

格
かく

（１kg）（2019 年）

１月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
208円 203円 220円 286円 299円 300円 266円 260円 355円 257円 255円 225円

（東京都中央卸売市場統計資料により作成）

◎野菜の豆
まめ

知
ち

識
しき

　レタスはとてもいたみやすい野
菜ですが，０℃～５℃の温度で保
存すると休

きゅう

眠
みん

状
じょう

態
たい

になって，いた
む速度がおそくなります。このた
め，低温で保存すると，レタスの
鮮
せん

度
ど

が守られることになるのです。
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第 4回　説明文・論説文⑷／各農業に適した地形・気候

　　じんさんとさなさんが，給食の時間に話をしています。次の会話文を読んで，あとの問いに答えましょう。
さな：「じんさん，今日の給食のパンはちょっと変わっているね。」
じん：「給食の献

こん

立
だて

表には，お米でつくられたパンって書いてあったよ。米
こめ

粉
こ

パンというんだって。」
さな：「小麦粉からつくられるパンとはちがうんだね。でも，なぜお米を原料にしたのかな。」
じん：「ぼくが考えるには， ① ためだよ。」
さな：	「なるほど，生産した米がむだにならないようにするためね。米粉パンに使うことで米の消

費量が増
ふ

えると， ② ことにつながると思うわ。」
じん：「今，思い出したんだけど，食べてもおいしくない米を生産している農家もあるらしいよ。」
さな：「わたしも聞いたことがあるわ。家

か

畜
ちく

のえさに使われる飼
し

料
りょう

用のお米のことだね。」
じん：「さなさんも知っていたんだ。よし，もう少し飼料用のお米について調べてみよう。」

□⑴　上の資料１を見て，会話文中の ① にあてはまる内
ない

容
よう

を考えて書きなさい。

□⑵　上の資料２を見て，会話文中の ② にあてはまる内容を考えて書きなさい。

□⑶　会話文中の下線部について，じんさんは右下の資料３を見つけて，青森県を中心に生産されて
いる「みなゆたか」という飼料用米の特色を次のようにまとめました。東北地方に多い自然災

さい

害
がい

の名前を使って，文中の ③ にあてはまる内容を，
かんたんに書きなさい。

１

（2019年版「日本のすがた」）

0(g)

2017

2015

2010

2000

1990

1980

1970

1960

100 200 300

314.9

260.4

216.2

191.9

177.0

163.0

149.2

148.4

（年）

資
し

料
りょう

１　日本人１人１日あたり米の消費量

0

2

4

6

8

10

12

14
（万ha）

195619611966 19711976 19811986 19911996 2001 2006 2011 2016年

新しく農地になった土地の面積 農地ではなくなった土地の面積

資料２　日本の農地面積のうつり変わり

（農林水産省資料）

資料３　飼料用米「みなゆたか」

（よく育つ品種）

ふゆげしき

みなゆたか

ふ系
けい

186号

（寒さに強い品種）

　品種改良によってつくられた「みなゆたか」
は， ③ 米になっています。

演 習 問 題演 習 問 題
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社会
　　日本の各地

ち

域
いき

の農業について，次の問いに答えましょう。
□⑴　右の資料１は，日本の農業総

そう

生
せい

産
さん

額
がく

の内
うち

訳
わけ

を示
しめ

したグラフです。
グラフ中の X は，北海道や九州地方南部で特にさかんな農業で
す。あてはまる農業名を書きなさい。

	 （　　　　　　）
□⑵　資料１の X に関連して，北海道で行われている酪

らく

農
のう

について，
あとの語

ご

群
ぐん

にある語をすべて使って，かんたんに説明しなさい。

□⑶　次の文章は，九州地方南部で資料１の X がさかんな理由を述べたものです。（　Ｙ　）にあ
てはまる語を書きなさい。	 （　　　　　　）

□⑷　野菜の生産がさかんな地域は，それぞれの気候や土の性
せい

質
しつ

などの条
じょう

件
けん

に合わせた野菜づくりを
しています。千葉県や茨城県など，大消費地の近くで野菜づくりがさかんなのはなぜですか。
「新

しん

鮮
せん

」という語を用いて，かんたんに書きなさい。

□⑸　右の資料２は，青森県でりんご農
家を営

いとな

んでいるおじさんの手伝い
に行ったふじこさんの日記の一部
です。資料２をよく読んで，下線部
の目的のために「葉つみ」や「玉回
し」の作業をする理由を，かんたん
に書きなさい。

２

工芸
農作物2.1

35.1％

野菜
26.4

米
18.7

9.1

花き

くだもの

いも類2.3

豆類0.7

その他1.4
麦類0.5

総生産額
9兆2742
億円

3.7

（����年版「日本のすがた」）

（2017年）

Ｘ

資料１　�日本の農業総生産額
の内訳

語群 生
せい

乳
にゅう
＊ 乳

にゅう

製
せい

品
ひん
＊＊ 乳用牛 牧草 ＊生乳は，乳用牛から直接しぼった乳

ちち

のことです。
＊＊バターやチーズ，ヨーグルトなどのことです。

　九州地方南部では，火
か

山
ざん

灰
ばい

土
ど

の（　Ｙ　）が分
ぶ

厚
あつ

く積もって台地を形成しています。こ
の火山灰土は水持ちが悪いため，多くの水を必要とする稲

いな

作
さく

に適
てき

しません。そのため，こ
の地域では畑作や資料１の X がさかんになっています。

資料２　ふじこさんの日記

８月○○日
　この辺では，８月の終わりになると気温が下がり，夜は
寒く感じます。おじさんは「すずしくなると，よく日光に
当たったりんごは，皮にふくまれるアントシアニンという
色
しき

素
そ

が増
ふ

えて赤くなってくるんだよ」と教えてくれました。
８月○△日
　今日は「葉つみ」と「玉回し」の作業を手伝いました。
「葉つみ」はりんごの周りにある葉をつみとっていくこ
とです。「玉回し」はまんべんなく日光を当てるために
枝
えだ

についたままのりんごを回転させることです。どう
して，このような作業をするのかとおじさんに聞くと，
「ここで生産したりんごを，お客さんが買いたいと思っ
てもらえるようにするためだよ」と答えてくれました。
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第 4回　説明文・論説文⑷／各農業に適した地形・気候

　　日本の農家や農場に関する資
し

料
りょう

について，次の問いに答えましょう。
□⑴　資料１の には，農業だけで収

しゅう

入
にゅう

を得てい
る農家を表す語があてはまります。この語を何と
いいますか。	 （　　　　　　）

□⑵　資料１から読み取ったこととして，あやまって
いるものを，次のア～エから一つ選び，記号で答
えなさい。	 （　　　）
ア 　1960年から2015年にかけて，農家の総

そう

数
すう

は
半分以下になった。
イ 　1990年から2010年の間，常

つね

に販
はん

売
ばい

農家の数
が自給的農家の数よりも多かった。
ウ 　2000年の第１種兼

けん

業
ぎょう

農家の数は，自給的農
家の数よりも少なかった。
エ 　2015年の第２種兼業農家の数は，100万戸
よりも多かった。

　⑶　資料２について，次の会話を読んで，あとの問
いに答えましょう。

　　生徒：「先生，資料２は何を表した図ですか？」
　　先生：	「これはほ場

じょう

整
せい

備
び

といって，農場を改良し
たようすを表しています。」

　　生徒：	「では，資料２は田んぼでほ場整備を行う
前と行った後をえがいたものですか？」

　　先生：	「その通りです。Ａ田んぼの形が変わった
のがわかるでしょう。」

　　生徒：	「わかります。しかし，田んぼの形を変える
ことにどのような意味があるのでしょうか？」

　　先生：	「もう一度，資料２をよくごらんなさい。
田んぼで働く人のようすに注意すれば，Ｂ農家にとってのほ場整備の利点がわかりますよ。」

　□①	　下線部Ａについて，ほ場整備の前後で田んぼの形がどのように変わったかを説明しなさい。

　□②	　下線部Ｂについて，資料２をもとにして，ほ場整備が農家にどのような利点をもたらしたか
を書きなさい。

１
資料１　農家の数の変化

1960650

100

200

300

400

500

第　

種
兼
業
農
家
第　

種
兼
業
農
家

600

700
万戸

※1990年から，統計のとり方が変わりました。
※2015年の自給的農家は算出されていません。

70 75 80 85 90 95200005 10 15年

2

1

自
給
的
農
家

販
売
農
家

とうけい

※ 販売農家とは，売ることを目的に農産物をつくって
いる農家で， と兼業農家に分けられます。
　 兼業農家のなかでも，農業の収入がほかの収入より
も多い農家を第1種兼業農家，少ない農家を第2種
兼業農家といいます。 （2015年　農林水産省資料）

ほ場整備の前 ほ場整備の後

用水を送る管 排水路

資料２　ほ場整備の前と後
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社会

　あきらさんとかいとさんは，米づくりの条
じょう

件
けん

について話し合っています。次の会話を読んで，
あとの問いに答えましょう。
　　　 資

し

料
りょう

１　北海道の地図　　　　　　　　　　　　　　資料２　一年間にきりが出る日数

あきら：「日本は米が主食になっているから，どの都道府県でも米づくりが行われているね。」
かいと：「でも，北海道の根

こん

釧
せん

台地では米づくりがあまり行われていないらしいよ。」
あきら：	「根釧台地というと，酪

らく

農
のう

がさかんな地
ち

域
いき

だと習ったね。北海道の東部にある釧
くし

路
ろ

や根
ね

室
むろ

の周辺に広がっているんだったかな。」
かいと：	「その通りだね。根釧台地は気候の条件が米づくりに向いていない地域だから，かわり

に酪農がさかんに行われるようになったんだ。」
あきら：	「なるほどね。米づくりに向いていない地域もあるけれど，だからこそ日本では多様な

農業が行われるようになったと考えることもできるね。」

　　　　線部とありますが，資料２を参考にして，根釧台地が米づくりに向いていない理由を，
かんたんに書きましょう。

STEP◦1　 米づくりに必要な条件として，栄養分のある土，じゅうぶんな日照（❶　　　　），豊
ゆた

かな水の３つがあげられます。
STEP◦2　�稲の生育には，適

てき

度
ど

の雨がかかせませんが，それとともに晴れている日にできるだけ多
くの（❷　　　　）を浴びることも必要です。

STEP◦3　 きりが出るとあたり一面が見えにくくなってしまいます。晴れている日であっても，
きりがさえぎってしまうので，田んぼのある（❸　　　　）に❷がとどかなくなります。

例題 2

はこだて

函館

釧路
根室

札幌
さっぽろ

旭川
あさひかわ

稚内
わっかない

網走
あ  ばしり

根釧台地

（日）

0

20

40

60

80

100

釧路 札幌 函館 旭川 稚内 綱走

（気象庁資料により作成）
き しょうちょう
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第 4回　説明文・論説文⑷／各農業に適した地形・気候

各農業に適した地形・気候
日本では，地域によって地形や気候などがことなります。このため，それぞれの地形や気候など
に合わせた農業が行われています。特色ある地域の農業について学びます。

テーマ

かずきさんとゆかりさんは，安全な米づくりについて話し合っています。次の会話を読んで，
あとの問いに答えましょう。

かずき：「安全なお米として，有機米というのがよくいわれるようになったね。」
ゆかり：「化学肥

ひ

料
りょう

を使わない，無農薬の有機農業でつくったお米のことね。」
かずき：「化学肥料や農薬を使うと何がよくないのだろう。」
ゆかり：「化学肥料を使いすぎると，土がだんだんやせていき，おいしいお米がつくれなくなる
　　　　のよ。それに農薬を使うと，人間や自然に害をあたえることになるの。」
かずき：「だったら，どうして化学肥料や農薬が使われるのだろう。」
ゆかり：「機械化とともに，化学肥料や農薬が便利だから使われるのだと思うわ。」

　　　　線部とありますが，これに対して有機農業の不便なところをかんたんに書きましょう。

STEP◦1　 そのまま使える化学肥料とちがい，（❶　　　　）をつくるのは手間がかかると考えら
れます。

STEP◦2　�農薬を使わないと（❷　　　　）や害虫から稲
いね

を守ることができません。
STEP◦3　 化学肥料を使わず，無農薬で育てるのは，大きな（❸　　　　）になることがわかります。

例題 1

牛ふん
たい肥

米
稲のわら

ふん
にょう

えさ

たい肥
田

ぬか・もみがら

稲
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