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プログレス

英語
プログレス英語は、難関大学を志望する上位生向けの教材です。英文法は、文法事項

を簡潔にまとめており、充実した演習量で、早期から幅広い問題形式に慣れていくことができます。また、
より入試に活かせる知識となるよう、一部の文法問題の英文にSDGsなど近年の入試読解文でよく見ら
れる表現を採用。巻末には、全5回の自由英作文ページを新設しました。英語長文Ⅰでは、近年の入試
傾向にあったテーマ・問題形式となるよう、すべての講の素材文と問題を最新の内容に差し替えていま
す。また、これにあわせて従来よりも自然科学・社会系の内容を増やし、表の読み取りを含む実用文も
一部取り入れるなど、扱うテーマも刷新しました。

企画の概要

ENGLISH

英文法プログレス

2

　　主な品詞の働き
　⑴　形容詞…（代）名詞を修飾したり，説明したりする。
　⑵　副　詞…形容詞，副詞，動詞，文全体を修飾する。
　⑶　動　詞…目的語（（代）名詞・名詞相当語句），補語（（代）名詞・形容詞，それらの相当語句）をとれる。
　　名詞の働きをする主要な句と節…文の構成要素である主語（S）・目的語（O）・補語（C）になる。
　⑴　名詞句　①　動名詞〈動詞＋ing〉（～すること）　　②　不定詞〈to＋原形動詞〉（～すること）
　　　　　　　③　疑問詞＋to不定詞（何を～すべきか，いつ～すべきか，etc.）
　⑵　名詞節　④　that＋SV ～（～ということ）　　⑤　疑問詞＋SV ～（何を～すべきか，etc.）
　　　　　　　⑥　whether［if］ SV ～（～かどうか）　　⑦　同格の that節（～という…）
　　形容詞の働きをする主要な句と節…（代）名詞に後ろから説明を加える。
　⑴　形容詞句　①　前置詞＋名詞［or動名詞］　　②　不定詞（形容詞的用法）
　　　　　　　　③　現在分詞～・過去分詞～
　⑵　形容詞節　④　SV接触節　　⑤　関係代名詞節
　　副詞の働きをする主要な句と節…時・場所・理由・条件・譲歩などいろいろな状況説明を加える。
　⑴　副詞句　①　前置詞＋名詞［or動名詞］
　　　　　　　②　不定詞（副詞的用法）：目的 / 原因 / 理由 / 結果などを表す。（→第７講）
　　　　　　　③　分詞構文：動詞の -ing形を使う構文。（→第 11，12 講）
　⑵　副詞節　 時…when，while，before，after，tillなどの節。　 条件…if，unlessなどの節。
　　　　　　　 譲歩（～だが）…though，althoughなどの節。　 理由…because，asなどの節。
　　文の種類
　⑴　文の内容からの分類
　　①　平叙文　　②　疑問文　　③　命令文　　④　感嘆文
　⑵　文の構成からの分類
　　①　「単文」…〈S＋V〉が１つだけの文。
　　②　「重文」または「複文」…〈S＋V〉が２つ以上ある文。複文は主節と従属節からなる。
　　　 重文…and，but，or，so，forなどで２つ以上の文が対等に結ばれている文。
　　　 複文…接続詞で導かれる文が，他の文の一部（S・O・C・M）になっているもの。〈S＋V＋that ～〉

の文や，if，when，becauseなどの条件・時・理由などを表す従属節を含む文。

1

2

3

4

5

•英単語はその働きから見て，名詞，代名詞，冠詞，形容詞，副詞，動詞，助動詞，接続詞，前置詞，
間投詞に分けられる。
•英文の主な構成要素は主語・述語動詞・補語・目的語と修飾語句である。
•２語以上がまとまって１つの品詞の働きをする場合は，品詞名に「句」・「節」という語をつけて，名
詞句，名詞節などと表す。SVが含まれていれば「～節」，含まれていなければ「～句」と呼ぶ。
•ここで品詞と文の構成要素との関係を見てみよう。（○は文要素になれることを示す。）

主語（S） 述語動詞（V） 目的語（O） 補語（C） 修飾語（M）
名　詞（句・節） ○ ─ ○ ○ ─
形容詞（句・節） ─ ─ ─ ○ ○（名詞・代名詞を修飾）
副　詞（句・節） ─ ─ ─ ─ ○（動詞・形容詞・副詞・文全体を修飾）
動　詞（句） ─ ○ ─ ─ ─

•文の種類…文の内容からの分類と文の構成からの分類がある。

文の成り立ち第第11講講
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1 文の主部・述部の確認
⑴　主部（～は［が］にあたる部
分）＝主語The girls，述部（～
だ［する］にあたる部分）＝動
詞＋２つの副詞句。

⑵　主部＝主語＋形容詞節，述
部＝動詞＋補語。

⑶　主部＝you，述部＝疑問詞
＋動詞＋２つの副詞句。

⑷　There areの構文。

2 句の働き
⑴　wantedの目的語。
⑵　「～するために」（目的）で

workedを修飾。
⑶　the booksを修飾。
⑷　foundを修飾。
⑸　前は主語，後ろは goodを
修飾。

⑹　finishedの目的語。

3 節の働き
⑴　I以下は SV接触節。
⑵　so ～ that ...の構文。
⑷　when以下は目的語。
⑸　that以下は目的語。
⑹　if以下は「条件」を表す。
⑺　if ～（～かどうか）は目的語。

4 複文⇔単文の書き換え
⑴　「祖母はこちらへ来るとい
つもわが家に立ち寄る」。複
文→単文

⑵　「～にもかかわらず」→「～
だが」。単文→複文

⑶　because of ～「～のため
に」。単文→複文

⑷　innocence「無実」。単文
→複文

⑸　「口にものをほおばって」
複文→単文

⑹　address「住所」。単文→
複文

1 次の文の主部と述部を指摘して，全文を和訳しなさい。
⑴　The girls were lying on the grass with their eyes closed.
　　
⑵　The house that stands on that corner is my uncle’s.
　　
⑶　What did you buy for her for Christmas?
　　
⑷　There are fifty states in the United States of America.
　　

2 次の下線部は名詞句・形容詞句・副詞句のどれか。
⑴　He wanted to pass the examination.
⑵　He worked hard to pass the examination.
⑶　All the books on the desk are about cooking.
⑷　I found the key on the desk.
⑸　Eating too much is not good for your health.
⑹　We finished eating our lunch.

3 次の各文中の節を指摘し，名詞節か，形容詞節か，副詞節かを答えなさ
い。
⑴　This is the man I saw at the airport.
⑵　He walked so fast that I could not catch up with him.
⑶　I’ll show you the coins when you come next time.
⑷　I don’t know when the meeting will be over.
⑸　I think that Tom will get well soon.
⑹　You will miss the train if you don’t hurry.
⑺　I don’t know if he is free this afternoon.

4 次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように，（　　）に適語を入れなさい。
⑴　My grandmother drops in at my house every time she comes 

this way.
　→My grandmother （　　　　） comes this way （　　　　）

dropping in at my house.
⑵　In spite of his wealth, the president is not happy.
　→（　　　　） he （　　　　） wealthy, the president is not happy.
⑶　He couldn’t join us because of illness.
　→He couldn’t join us （　　　　） he （　　　　）（　　　　）.
⑷　He proved his innocence.
　→He proved that （　　　　）（　　　　） innocent.
⑸　Don’t speak while your mouth is full.
　→Don’t speak （　　　　） your mouth full.
⑹　Please tell me your address.
　→Please tell me （　　　　）（　　　　） live.

基　 本　 問　 題基　 本　 問　 題 コ ー チコ ー チ
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〉が２つ以上ある文。複文は主節と従属節からなる。
などで２つ以上の文が対等に結ばれている文。

）になっているもの。〈
などの条件・時・理由などを表す従属節を含む文。
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1 次の各文中の句を指摘し，名詞句か，形容詞句か，副詞句かを答えなさい。
⑴　It is convenient for me to contact you by email.
⑵　He could not understand the formula with ease. ＊ formula：公式
⑶　How to make the chemistry experiment is the question.
⑷　The boy in the blue cap is my nephew.
⑸　This statistical data was of great use.
⑹　They decided not to go there.
⑺　He gave me a book with a torn cover.
⑻　I don’t blame you for not inviting him.

2 次の各文中の節を指摘し，名詞節か，形容詞節か，副詞節かを答えなさい。
⑴　The fact that you are young doesn’t matter to me.
⑵　Put this book back where you found it.
⑶　This is the village which the poet was born in.
⑷　Please tell him to phone me when he returns.
⑸　Here is the man we were talking about.
⑹　He hasn’t decided yet which book he will buy.
⑺　This is the book which I’m going to buy.
⑻　He didn’t tell us when he would return.

3 次の各組の文がほぼ同じ内容を表すように，（　　）に適語を入れなさい。

⑴
Who can tell what will happen in the future?

　　（　　　　）（　　　　） can tell what will happen in the future.

⑵
He was the first American to visit Japan.

　　He was the first American （　　　　） visited Japan.

⑶
While he was staying in Paris, he often visited the Louvre Museum.

　　（　　　　）（　　　　） stay in Paris, he often visited the Louvre Museum.

⑷
Since it rained, the game was canceled.

　　The game was canceled （　　　　）（　　　　） rain.

⑸
I was surprised that he failed in the examination.

　　（　　　　）（　　　　） surprise, he failed in the examination.

⑹
He’s promised that he’ll never tell another lie.

　　He’s promised （　　　　）（　　　　） tell another lie.

⑺
I have no idea of her reasons for leaving.

　　I have no idea （　　　　）（　　　　） left.

⑻
I would like to know the closing time of this store.

　　I would like to know （　　　　）（　　　　） this store （　　　　）.

⑼
He ran away at the sight of the police officer.

　　（　　　　）（　　　　）（　　　　） the police officer, he ran away.

演　 習　 問　 題
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●POINT・文法解説
各講の冒頭で文法事項を導入します。効率よく必要な知識を吸収できるよ
う、押さえるべき内容をコンパクトにまとめました。

●基本問題
問題演習を通して一通り
の文法事項を確認します。
「コーチ」にはすべての
小問について考え方のヒ
ントが載っていますので、
教室での学習のほか、自
習用としても役立ちます。

●演習問題
「基本問題」までで押さえた内容について、
より実践的かつ幅広い出題形式で学習しま
す。

※ ｢プログレス英文法」には、生徒用
音声は付属していません。
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　　　　　　　　　経験・エピソードを述べるとき
　経験やエピソードを述べる際，以下の順番で述べるとわかりやすい文章になる。
１．［Topic Sentence］　何についての経験・エピソードを述べようとしているのかを簡潔に示す。
２．［Supporting Sentence］ １．についての具体的な経験・エピソードを述べる。起きたことは基本

的に時系列に沿って書いていく。
３．［Concluding Sentence］ 締めくくる。２．の経験のまとめや，経験をもとに考えたことや学んだ

ことを述べる。それ以前の自分の考えと対比させると，経験の重要性を
強調することができる。

１．Topic Sentence

　２．Supporting Sentence

　３．Concluding Sentence

【テーマ】　あなたの年配の人との交流の経験と，そこから学んだことについて，50語～ 80 語の英文で
書きなさい。

　　　　　I have a grandmother in a town far away.  She lives there alone.  One day, when  
my family and I visited her, she said she had difficulty in going up and down the stairs.  
My parents decided to install handrails on the stairs and in the hallway.  Now she can live 
more easily.  I didn’t know she had such trouble because she still looked fine.  Since then, I 
have come to think about whether others have any trouble. （78 語）

解答例

以下の【テーマ】について書かれた英作文を読みなさい。例

作文作文のポイント

重 要 表 現

①話題提示

・〈未来時制を用いる〉 I will［am going to］ write about ～.「～について書きます」
・〈現在時制を用いる〉I have a friend ～.「～な友だちがいる」
・〈過去時制を用いる〉I had an experience ～.「～の経験をした」

第3講 時制⑴

②意見提示 ・I think （that）～.「私は～だと思う」

具体的な経
験を述べる

・when，then，one day，～ ago，～ later
・〈習慣を表す助動詞を用いる〉would［used to］～（よく～したものだ）

第5講 助動詞

・〈感情を表す受動態を用いる〉 be surprised at ～（～に驚く），
be impressed by ～（～に感銘を受ける）

第6講 受動態

まとめ

・After that［Since then］, ～.「それからは，～」
・From［Through］ this experience, ～.「この経験から［を通して］，～」
・try （not） to ～「～しようと（しないように）する」
・start to ～，learn to ～，come to ～「～するようになる」

第7講 不定詞⑴

自由英作文❶ 経験・エピソードを述べる
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　次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。（目安時間　11分）

I traveled to Finland several years ago and saw people in colorful ethnic costumes on the 
streets during my trip.  Their beautiful clothes caught my eye, and I became interested in who 
they were.

They are the indigenous “Sami people,” who inhabit Norway, Sweden, Finland, and part of 
Russia.  They have lived with reindeer in extremely cold places for many years by moving from 
place to place.  They live by selling leather and the meat of their reindeer.  Their ethnic clothes, 
or “kolt,” are made of felted fabric and woven by Sami women.  Moreover, their artwork is also 
attractive.  “

①
Duodji” are bracelets made of reindeer leather and are used as charms by the 

Sami people.  Also, “
②

kuksa” are cups made from the ＊knots of trees.  It is said that kuksa can 
make anyone who receives it happy, so they are often sent as gifts for special occasions.

Just like indigenous people in many other countries and areas, the Sami people are faced 
（　ア　） several problems.  

A
Some countries have been taking measures to expel them from 

certain areas of residence where there are precious resources.  In addition, the Sami people 
have been ordered to pay taxes after being regarded as a “nation,” and their valuable reindeer 
have been hunted excessively.  As a result, some of the Sami people were not able to continue 
their traditional lifestyle and felt compelled to relocate to urban areas.  In fact, only about 10% 
of the Sami people still live in their traditional way.  The original culture of the Sami people 
has been denied by forcing them to convert to ＊Christianity and banning them from using 
their native Sami language.

Another serious problem for the Sami people is that they lack food for their reindeer due to 
recent global warming.  Snow turns （　イ　） rain with the rise in temperature and this rain 
later forms into thick layers of ice on the ground as the temperature declines.  Consequently, 
the food for their reindeer is trapped under these layers of ice.  The reindeer then become 
hungry and have to move farther distances for food.  In order to solve this problem, the 
reindeer are monitored by GPS and drones.

In 1956, the Sami Council was established （　ウ　） the purposes of unifying the Sami people 
and protecting their rights and interests.  

B
Although global movements for the ＊restoration of 

rights for indigenous people have already begun, they have been merely superficial and have 
not led to completely solving any of the problems yet.  Each of us needs to be aware of their 
problems first and then come up with some solutions for the future.（約 433 語）

（注）　knot：こぶ　　Christianity：キリスト教　　restoration：回復
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文化⑴　サーミ族第第11講講
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place to place.  They live by selling leather and the meat of their reindeer.  Their ethnic clothes, 
or “kolt,” are made of felted fabric and woven by Sami women.  Moreover, their artwork is also 

” are bracelets made of reindeer leather and are used as charms by the 
” are cups made from the 

make anyone who receives it happy, so they are often sent as gifts for special occasions.
Just like indigenous people in many other countries and areas, the Sami people are faced 

Some countries have been taking measures to expel them from 
certain areas of residence where there are precious resources.
have been ordered to pay taxes after being regarded as a “nation,” and their valuable reindeer 
have been hunted excessively.  As a result, some of the Sami people were not able to continue 
their traditional lifestyle and felt compelled to relocate to urban areas.  In fact, only about 
of the Sami people still live in their traditional way.  The original culture of the Sami people 
has been denied by forcing them to convert to 

Another serious problem for the Sami people is that they lack food for their reindeer due to 
recent global warming.  Snow turns 
later forms into thick layers of ice on the ground as the temperature declines.  Consequently, 
the food for their reindeer is trapped under these layers of ice.  The reindeer then become 
hungry and have to move farther distances for food.  In order to solve this problem, the 
reindeer are monitored by GPS and drones.

, the Sami Council was established 
and protecting their rights and interests.  
rights for indigenous people have already begun, they have been merely superficial and have 
not led to completely solving any of the problems yet.
problems first and then come up with some solutions for the future.

：キリスト教　　
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保護することを目的として，サーミ評議会が設立された。
原住民の権利回復の世界規模の動きは既に始まったが，
それらは単に表面的なものにすぎず，どの問題も完全に

解決するには至っていない。私たち１人１人がまずは彼
らの問題を意識し，そして将来のための解決策を考え出
す必要がある。

▶パラグラフリーディング ⇨ P.63

　　　　　（P. ２）
　〈関係代名詞 who の非制限用法〉　先行詞は「前の節の一部」や「前の節全体」である。　（４～５行目の文）
　　They are the indigenous “Sami people,” ［who  inhabit Norway, Sweden, Finland, and part of Russia］.

　　　　　　　　　　　　　 先行詞「サーミ族」　（サーミ族がどういうものかの説明）

〈形式主語構文：It is ～ that ...〉 It は形式主語で，that 節の内容を受ける。　（９～10 行目の文）
　　It is said　　　　　　　　　　that  kuksa can make anyone who receives it happy, ～
　 S　　　V

　　　「（that 節の内容）と言われている」

〈現在完了進行形：have［has］ been -ing〉　過去から現在までの動作の継続を表す。　（12～13 行目の文）
　　Some countries have been taking measures to expel them from certain areas of residence ～
　　　　　　「（ずっと対策）を講じてきている」

〈名詞節を導く従属接続詞 that〉「～ということ」　主語・目的語・補語・同格の働きをする。　（20～21 行目の文）
　　Another serious problem for the Sami people is that  they lack food for their reindeer due to recent global warming.

　　　　　　　　　　　　　S　　　　　　　　V 　　　　　　　　　　　　　 　　　C

　　　　　　　　　　　　「…問題は～ということだ」

〈in order to ～〉「～するために」（目的）　（24～25 行目の文）
　　In order to solve this problem, the reindeer are monitored by GPS and drones.

　　= To

　　　目的を表す副詞句

　〈従属接続詞 although〉「～だが」（譲歩）　（27～28 行目の文）
　　Although global movements for the restoration of rights for indigenous people have already begun, 

　　　接続詞　　　　　　　　　　　　　　（S’）
　　　譲歩を表す副詞節
　　they have been merely superficial ～
　　 S　　　V　　　　　　C

重要構文重要構文

（V’）

　サーミ族は自然への感謝を表したり，赤ちゃんの誕生
を祝ったり，愛する人への気持ちを伝えたりするために
ヨイクを歌う。

They はサーミ族，it はヨイクを指している。サーミ
族がヨイクを歌う目的が，３つの to 不定詞句（to 

express ..., （to） celebrate ..., and （to） convey ...）で
説明されている。

　サーミ族の中には今でも伝統的な生活様式を続けてい

解 説

全文訳

る人がいる。「ヨイク」と呼ばれる彼らの独創的な歌は
そのような伝統の１つである。それはもともとアカペラ
曲だったが，最近では打楽器を伴って歌われている。そ
れは，自然と共生するサーミ族が，自然と対話すること
ができるようにするために作られたと言われている。彼
ら（＝サーミ族）は自然への感謝を表したり，赤ちゃんの
誕生を祝ったり，愛する人への気持ちを伝えたりするた
めにそれ（＝ヨイク）を歌う。彼らはまた，１人でトナカ
イのそりに乗っているときなど，孤独に対処するために
もそれを歌う。
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※その他の運用例
　・ 確認テストは「前回の復習」としてで
はなく、当日の授業の最後に使用。

　・ 演習問題の一部を宿題とし、自由英
作文を3回ほどの授業に分けて扱う。

確認テスト(前回の復習） 25分

POINT・文法解説 15分

基本問題 15分

演習問題 25分

個別指導の運用例（1コマ80分）

※その他の運用例
　・ 確認テストは「前回の復習」としてで
はなく、当日の授業の最後に使用。

確認テスト(前回の復習） 20分

長文問題 20分

長文問題の解説
重要構文 25分

Further Reading 15分

個別指導の運用例（1コマ80分）

●自由英作文
作文の目的別に全5回で構
成しました。段階を踏んで
学習できる構成となってお
り、文章の基本パターンと
重要表現を学んだあと、穴
埋め式の演習問題で表現
を押さえてから自由英作文
を書きます。英文法の学習
と並行して学べるよう、「重
要表現」で扱う文法項目
も調整しました。リターン
マークから英文法のページ
に戻って復習することも可
能です。

●本冊
入試で頻出のテーマを分析し、カリキュラムを再構成。すべ
ての素材文をオリジナルで書き起こしました。目安時間と語数
を記載しているので、速読を意識した学習が可能です。また、
QRコードよりすべての長文の音声を聞くことができます。
「Further Reading」のコーナーでは、本文と同一のテーマ
で別の視点から述べた文章や、より抽象度を上げた文章など
を問題とともに掲載しており、テーマについてのより深い学習
ができます。こちらは宿題としても最適です。

●解答解説
すべての長文に全文訳を載せました。また、「重要構文」
コーナーでは、各講の掲載内容の一部を「プログレス英文
法」のカリキュラムにあわせています。

英語構文プログレス

ポイントを絞った要点整理で効率的に導入。豊富な類例により知識の幅を
広げます。問題は文法から短文、長文と段階を踏んで学習できる構成です。
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プログレス

数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B・数学Cプログレス

数学
プログレス数学は、主に中学までの学習内容がきちんと身に付いていて理解力のある生

徒をメインターゲットとしています。新出事項の学習はなるべく効率重視にして、高1・高2から応用問
題に取り組ませて知識活用力を高めていきたいお客様に最適な教材です。スタンダード・ベーシックのよ
うな、穴埋めで作業しながら理解していくスタイルではないので、すっきりとした紙面構成でページも多
くないため持ち運びやすく、復習でも使いやすくなっています。解答解説は別解も充実させており、多
様な生徒の発想力にも対応することができます。なお、数学Ⅲはプログレスのみのご提供となっておりま
すので、スタンダード利用の場合も理系受験など数学Ⅲを必要とする場合には『プログレス数学Ⅲ』をご
利用ください。

企画の概要

MATHEMATICS

17

　　２つの実数の大小関係
2つの実数 a，bの大小関係については，a＞b，a＝b，a<bのうち，どれか1つだけが成り立つ。

　　不等式の性質
⑴　a＜b　ならば，a＋c＜b＋c，a－c＜b－c

⑵　c＞0  のとき，a＜b　ならば，ac＜bc， a
c
＜ b

c

　　c<0  のとき，a＜b　ならば，ac＞bc， a
c
＞ b

c

　不等式の両辺に同じ負の数をかけたり，両辺を同じ負の数で割ったりすると，不等号の向きが変わ
る。
　　不等式の解法
⑴　 1次不等式
　　移項して整理すると
　　　ax＋b＞0， ax＋b≧0， ax＋b<0， ax＋b≦0

のように，左辺が 1次式になる不等式を 1次不等式という。ただし，a，b  は定数で  a—0  とする。
（aが 0でないことを，a≠0 のように記号「≠」を用いて表す。）
⑵　移項する
　　不等式においても，方程式の場合と同様に，2⑴の性質を使って移項することができる。

　　　ax＋b>c  
bを移項する   ax>c－b

　　　ax>bx＋c  
bxを移項する   ax－bx＞c

例 1次不等式  －2x＋3＞11  を解く。
3を移項して，－2x＞11－3　　－2x＞8

　両辺を－2 で割って，x<－4　……○＊
　　（注）�「不等式を解く」とは，○＊のように，不等式を満たすxの値の範囲を求めることである。
⑶　不等式の解と数直線
例 ⅰ　x<3

　　　　　　（xは3より小さい。xは3未満）
　　　ⅱ x≦3

　　　　　　（xは3以下）
　　　ⅲ x>3　（3<x  も同じ）
　　　　　　（xは3より大きい）
　　　ⅳ　x≧3　（3≦x  も同じ）
　　　　　　（xは3以上）
⑷　絶対値記号を含む方程式・不等式
　　a>0  のとき，ⅰ　│x│＝aの解は，x＝±a

ⅱ　│x│＞aの解は，x<－a，a<x

（x＜－aまたは a＜x）
　　　　　　	 ⅲ　│x│<aの解は，－a<x<a

1

2

3

3
x

3
x

3
x

3
x

x0 a-a

x0 a-a

基 本 事 項

数と式⑷　１次不等式第4講
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●基本事項
新出事項は、復習で活用しやすいようにすべて講の冒頭でまとめて
解説しています。具体的な計算方法は「例題」に任せ、要点に絞っ
た解説となっているので、順に読むことで知識を整理してスピーディ
に習得することができます。

●例題・類題
「基本事項」を読んだあとは、「例題」・「類題」として「基本事項」
の内容に対応した典型題に取り組むことでその理解を深めるととも
に、新出事項の活用方法に親しみます。スタンダードの「例題」と
比べて、穴埋め式にしないことでよりテンポよく学習を進めること
ができ、またワンランク上の問題まで扱っているため、より速くス
テップアップしていくことができます。

●応用問題
教科書の章末難問～入試入門レベルの高水準
の問題で、早期から知識活用力や複雑な問題
に対応する論理性を養うための問題です。た
だ計算するだけではなく、新出事項の意味理
解も深化できるよう問題を精選しています。

　　移項して整理すると

左辺が
でないことを

　　不等式においても

c  

次不等式  

を移項して
2 で割って

不等式を解く
⑶　不等式の解と数直線

は

は
　（
は
　（
は

⑷　絶対値記号を含む方程式・不等式
，

　　　　　　	 ⅲ　

　　移項して整理すると

左辺が
でないことを

　　不等式においても

  

を移項して
で割って

不等式を解く
⑶　不等式の解と数直線

は

は
　（
は
　（
は

⑷　絶対値記号を含む方程式・不等式

　　　　　　	 ⅲ　

18

　次の不等式を解け。

⑴　5x＋2>8（x－2） ⑵　 4－x
2
≦7＋2x

例題 1

正解正解正解正解正解へへののアクセスアクセスアクセスアクセスアクセスアクセス
xを含む項を左辺に，定数項を右辺に移項するとよい。負の数で割ると不等号の向きが変わることに

注意！

　次の不等式を解け。

⑴　4x＋3>7（x－3） ⑵　 3－x
2
≦9＋2x

　次の不等式を解け。

⑴　
3（x＋1）≦4x＋5 ……①
4－2x

3
＜ 3

2
x－3 ……②

⑵　3x－7＜6x＋5≦5x＋4

例題 2

⑴　①を解くと，3x＋3≦4x＋5　　3x－4x≦5－3　　－x≦2

　よって，x≧－2　……③
　②の両辺に 6をかけて，2（4－2x）＜9x－18　　8－4x＜9x－18

　　－4x－9x＜－18－8　　－13x＜－26

　よって，x＞2　……④
　③，④の共通の範囲を求めて，x＞2

⑵　3x－7＜6x＋5 を解くと，－3x＜12　　x＞－4　……①
6x＋5≦5x＋4 を解くと，x≦－1　……②
　①，②の共通の範囲を求めて，－4＜x≦－1

正解正解正解正解正解へへののアクセスアクセスアクセスアクセスアクセスアクセス
　連立不等式の解は，それぞれの不等式の解の共通の範囲である。数直線上に図示して考えるのが確実。

A＜B<Cの形の不等式は，
A＜B

B＜C
と考える。

　次の不等式を解け。

⑴　
2（x－1）≦3x＋1 ……①
2－3x

3
>

1
2
x－1 ……②

⑵　4x－11≦－x－1＜－5x＋1

解 答 ⑴　5x＋2>8x－16

　　移項して，5x－8x>－16－2

－3x>－18

　　両辺を－3 で割って，x<6

⑵　両辺に 2をかけて，4－x≦14＋4x

　　移項して， －x－4x≦14－4

－5x≦10

　　両辺を－5 で割って，x≧－2

類 題 1

解 答

④
③

-2 2 x

①

-4 -1 x

②

類 題 2
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＋5　　

（4

－

④の共通の範囲を求めて
－
x≦－

②の共通の範囲を求めて

それぞれの不等式の解の共通の範囲である。数直線上に図示して考えるのが確実。

と考える。

21

応　 用　 問　 題
1

　　次の不等式を解け。

　⑴　x－4<4x＋1<
10x＋7

2 ⑵　
3－2x

3
－ x＋1

2
≦4

1－2｛1－（2－3x）｝>0

　　不等式 x
10

<
x
15
＋1<

x
9

  を満たすxの整数値を求めよ。

　　不等式 │x－1│≦5 を満たす整数xの個数は ア 個である。
　また，aが正の整数であり，不等式│x－a－1│≦2aを満たす整数xの個数が17個であるとき，aの値は
イ である。

　　不等式  （2a－b）x＋3a－4b<0  の解が  x<
4
9

  のとき，不等式  （a－4b）x＋2a－3b>0  の解を求めよ。

　　a，bを定数とする。不等式 ax＞5x－bを解け。

　　方程式 │x－1│＋2│2－x│＝4 を満たす実数xの値は である。

　　分母と分子の和が 50 である既約分数がある。これを小数で表し，小数第2位以下を切り捨てると，0.6
になるという。この分数を求めよ。

1

2

3

4

5

6

7
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※演習問題・応用問題の残りは宿題。

基本事項・例題・類題 予習

確認テスト(前回の復習） 25分

演習問題 30分

応用問題 25分

個別指導の運用例（1コマ80分）
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高校新演習のご案内 25

PROGRESS

現代文Ⅰプログレス

現代文Ⅱプログレス

国語
難関大学の入試に対応するテキストであるプログレスの国語。現代文Ⅰは、科学論や言

語論といった、大学入試で頻出のテーマに基づいてカリキュラムを立て、読解演習を中心に学習を進め
る教材となっています。各テーマについて演習問題A→演習問題Bと段階を追って内容・設問ともに難易
度が上がる構成です。また、各講で学んだ内容をより深めた実力錬成問題のコーナーを追加しました。
近年の大学入試の動向を踏まえて、従来よりも文章量を増やした長文問題や、複数の文章の読み比べ問
題など、入試を意識した実戦的な問題を扱うコーナーになっています。難関大学受験を見据えて、総合
的な読解力を確実に身に付けていくことが可能です。

企画の概要

JAPANESE

※実力錬成問題は宿題。
※その他の運用例
　・ 確認テストは「前回の復習」とし
てではなく、当日の授業の最後に
使用。

確認テスト(前回の復習） 15分

演習問題A 30分

演習問題B 35分

個別指導の運用例（1コマ80分）

●演習問題A・演習問題B
「演習問題A」では各講のテーマに関する
基本的な内容の文章を読み進めます。「研
究」のコーナーでは、そのテーマに関連の
ある用語を説明し、文章の背景知識を増や
すことで、さらに深い理解が可能に。「演
習問題B」では、「演習問題A」で学習した
テーマを踏まえ、より難度が高い内容と設
問に取り組みます。

●実力錬成問題
各テーマの内容をより深化させた上で、大学入
学共通テストや新学習指導要領、それらを踏ま
えて出題されている近年の大学入試の新傾向問
題を盛り込んでいます。

●解答解説
一問一問に対して、非常に詳細な解説をつ
けています。個別・自立学習にも対応でき
るほか、講師の授業マニュアルとしても利
用可能です。

プログレスⅠ同様、文章のテーマ別カリキュラムです。大学入試で頻出
のテーマを、そのテーマの典型的な文章で深く掘り下げます。

「
教
師
は
私
で
す
」
と
［
１
］
の
タ
イ
プ
に
書
き
換
え
る
と
据
わ
り
が
よ
く
な
る
。

6

電
話
口
で
見
ず
知
ら
ず
の
人
に
対
し
て
、
本
来
な
ら
「

を
な
ぜ
か
「
　
　
　
」
と
い
う
。
相
手
の
姿
が
確
認
で
き
な
い
電
話
口
で
「
私
が
」
と
切
り

出
し
た
と
き
の
相
手
の
反
応
（
不
安
？
）
を
考
慮
し
て
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
タ
イ

プ
の
ガ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。（
中
略
）

7

ガ
の
用
法
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
排
他
的
特
定
」
で
説
明
で
き
る
の
だ
が
、
た
だ
一
つ

例
外
が
あ
る
。
専
門
家
の
あ
い
だ
で
「
現
象
文
」
と
か
「
眼
前
描
写
」「
中
立
叙
述
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
［
４
］
の
用
法
だ
。「
本
が
届
く
」
な
ん
て
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
き
に
そ
の

こ
と
が
出
し
ゅ
っ

来た
い

し
た
場
合
だ
。［
３
］
は
「
例
の
、
あ
の
」
本
と
い
う
含
み
が
あ
る
。
た
だ
し

「
現
象
文
」
の
場
合
に
は
［
２
］
か
ら
［
１
］
へ
の
よ
う
な
書
き
換
え
は
問
題
が
あ
る
。「
届

い
た
の
は
本
で
す
」
と
す
る
と
「
届
い
た
」
は
既
知
情
報
に
な
っ
て
［
１
］
と
同
じ
に
な
っ

て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、
あ
る
も
の
が
届
く
こ
と
は
予
め
分
か
っ
て
い
る
が
、「
な
に
が
」

届
く
か
が
問
題
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

8

こ
こ
で
論
点
を
整
理
す
れ
ば
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。［
４
］
の
現
象
文
は
問
題
の
な

い
ケ
ー
ス
で
あ
る
か
ら
脇
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。［
２
］
は
［
１
］
に
書
き
換
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
こ
れ
も
脇
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
て
み
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
［
１
］
と

［
３
］
に
的
を
絞
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
日
本
語
の
文
型
の
プ
ロ
ト
タ

イ
プ
は
「
…
は
～
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
三
上
章
の
先
駆
的
な
仕
事
が
よ
く
示
し
て
い

る
よ
う
に
、「
は
」
の
問
題
が
日
本
語
文
法
の＊

ア
ル
フ
ァ
ー
で
あ
り
オ
メ
ガ
で
あ
る
。

9
「
Ⅹ
は
Ｙ
だ
」（X

≠Y

）
の
文
型
は＊

先
ほ
ど
指
摘
し
た
日
本
語
の
「
容
」
偶
然
的
統
語

原
理
を
よ
く
体
現
し
て
い
る
。

�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
「
Ⅹ
は
Ｙ
だ
」
は
包
摂
関
係

0

0

を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
Ⅹ
は
Ｙ
に
包

摂
さ
れ
る
か
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
（X

≦
Y

）。
言
い
換
え
れ
ば
Ⅹ
は
Ｙ
の
部
分
集
合
で
あ
る
。

（
１
）
人
間
は
高
等
動
物
で
あ
る
。（X

＜
Y

）

（
２
）
人
間
は
理
性
的
動
物
で
あ
る
。（X

＝Y

）

こ
れ
を
図
示
す
る
と
、
図
１
の
よ
う
に
な
る
。

�

Ⅹ
は
Ｙ
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
Ⅹ
は
Ｙ
と
い
う
属
性

404550

Ｂ
　
　
　

＊

イ

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

1

日
本
語
の
主
格
に
は
主
に
ハ
と
ガ
が
あ
る
。
ハ
の
ほ
う
が
多
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
発

話
（
会
話
）
と
い
う
も
の
は
知
っ
て
い
る
こ
と
（
既
知
情
報
）
に
知
ら
な
い
こ
と
（
新
情
報
）

を
加
え
る
の
が
原
則
だ
か
ら
だ
。
知
ら
な
い
こ
と
か
ら
切
り
出
さ
れ
る
と
と
ま
ど
う
。
ガ
は

「
排
他
性
」
を
含
意
し
て
い
て
、
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
す
ぎ
る
。
ハ
と
ガ
の
問
題
を
や
り
出
し

た
ら
そ
れ
こ
そ
切
り
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
主
格
の
ハ
と
ガ
の
問
題
に
限
り
た
い
。

2

い
ち
ば
ん
基
本
的
な
確
認
は
ハ
は
「
既
知
情
報
」
を
、
ガ
は
「
新
情
報
」
を
伝
え
る
と

い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
を
逆
に
み
る
と
ハ
の
後
に
は
「
新
情
報
」（
重
い
情
報
）
が
、
ガ
の
後

に
は
「
既
知
情
報
」（
軽
い
情
報
）
が
来
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
犯
人
は0

誰
か
」
と
「
誰
が0

犯

人
か
」
と
い
う
二
文
を
考
え
て
み
れ
ば
い
い
。
こ
の
確
認
だ
け
で
ハ
と
ガ
の
問
題
は
ほ
ぼ

九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
解
決
す
る
（
も
っ
と
も
こ
の
数
字
は
あ
く
ま
で
物
の
喩
え
だ
が
）。

3

情
報
と
い
う
観
点
か
ら
文
の
パ
タ
ー
ン
を
考
え
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
既
知
情
報
だ

け
の
文
は
情
報
的
に
は
意
味
が
な
い
の
で
除
外
し
た
）。

［
１
］
既
知
情
報+

新
情
報
（
私
は
教
師
で
す
）
非
動
詞
文

［
２
］
新
情
報+

既
知
情
報
（
私
が
教
師
で
す
）
（
判
断
文
）

［
３
］
既
知
情
報+

新
情
報
（
本
は
届
い
た
）
動
詞
文

［
４
］
新
情
報+

新
情
報
（
本
が
届
い
た
）　
　
（
現
象
文
）

4
［
１
］
は
「
私
に
つ
い
て
い
え
ば
」
と
い
う
含
み
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ

ば
「
自
分
以
外
の
人
」
を
想
定
し
、
そ
れ
と
対
比
し
な
が
ら
「
私
」
を
問
題
に
し
て
い
る

（
選
択
的
提
題
化
）。「
他
の
人
」
は
学
生
か
も
し
れ
な
い
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
か
も
し
れ
な
い
、

そ
う
い
う
な
か
で
「
私
」
は
教
師
な
ん
で
す
よ
と
主
張
し
て
い
る
。「
教
師
」
で
あ
る
こ
と

が
、
求
め
ら
れ
て
い
る
新
情
報
で
あ
る
。

5
［
２
］
は
「
ほ
か
の
人
で
は
な
く
て
こ
の
私
」
と
い
う
含
み
が
あ
る
。
た
と
え
ば
誰
が

教
師
で
あ
る
か
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
状
況
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。「
自
分
以
外
の
人
」

を
排
除
し
て
「
私
だ
け
」
を
主
題
化
し
て
い
る
（
排
他
的
提
題
化
）。「
私
」
が
求
め
ら
れ
て

い
る
新
情
報
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
新
情
報
」
が
頭
に
来
る
と
、
唐
突
な
感
じ
が
し
な
い

で
も
な
い
。
日
本
語
と
し
て
は
ち
ょ
っ
と
ひ
っ
か
か
る
文
型
で
あ
る
。
そ
れ
を
避
け
る
に
は
、 510152025

ア
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⑴
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（
ト
ク
チ
ョ
ウ
・
性
質
）
を
持
つ
と
い
う
こ
と
だ
。（
１
）
と
（
２
）

は
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
人
間
は
高
等
動
物
と
い
う
属
性
を
持
つ
。（X

＋Y

）

（
２
）
人
間
は
理
性
的
動
物
と
い
う
属
性
を
持
つ
。（X

＋Y

）

�

こ
の
書
き
換
え
は
「
で
あ
る
」
が
一
般
動
詞
（「
す
る
」「
に

あ
る
」
な
ど
）
と
同
類
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え

れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
に
は
「
Ⅹ
が
Ｙ
を
す
る
」「
Ⅹ
が
Ｙ
を
持
つ
」

と
い
う
二
つ
文
型
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
前
に
確
認
し
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
の
「
直
列
型
」
的
統
語
原
理
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
た

だ
一
つ
の
文
型
に
、
つ
ま
り
「
Ⅹ
は
Ｙ
（
属
性
・
行
為
・
状
態
・

存
在
な
ど
）
を
持
つ
」
に
カ
ン
ゲ
ン
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

�

い
っ
ぽ
う
、
日
本
語
の
「
Ⅹ
は
Ｙ
だ
」（X

≠Y

）
は
ま
る
で

違
う
ふ
る
ま
い
方
を
す
る
。
先
ほ
ど
も
確
認
し
た
よ
う
に
ハ
の
後
に
は
「
新
情
報
」
が
来
る
。

Ⅹ
と
Ｙ
の
間
に
は
ズ
レ
が
あ
り
、
段
差
が
あ
る
。
日
本
人
は
こ
の
ズ
レ
と
段
差
の
「
妙
」
に

敏
感
で
あ
る
。

（
１
）
春
は
あ
け
ぼ
の
。（『
枕
草
子
』）

（
２
）
花
は
桜
木
、
人
は
武
士
。

（
３
）
遠
く
て
近
き
は
男
女
の
仲
。（
中
略
）

�

ハ
の
役
割
は
包
摂
作
用
で
あ
る
。「
場
」（
枠
組
み
）
の
設
定
で
あ
る
。
Ⅹ
と
Ｙ
は
別
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、「
間
接
的
に
」
連
結
さ
れ
て
い
る
。（
１
）
を
図
示
す

れ
ば
図
２
の
よ
う
に
な
る
。

�

ご
覧
の
と
お
り
ハ
は
「
場
」（
枠
組
み
）
の
包
摂
作
用
で
あ
る
。
つ
ま
り
ハ
は
ゆ
る
や

か
な
括
り
で
あ
る
。「
ゆ
る
や
か
」
と
い
う
点
が
重
要
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
的
主
語
―
述
語

（X
≦
Y

）
に
見
ら
れ
る
の
は
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
一
義
的
＝
必
然
的
関
係
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
図
２
に
明
ら
か
な
よ
う
に
「
Ⅹ
は
Ｙ
で
あ
る
」（X

≠Y

）
は
Ｙ
は
Ⅹ
に
フ
ァ
ジ

ー
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
、
Ⅹ
と
い
う
「
場
」
の
な
か
に
Ｙ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
述
べ

て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
Ⅹ
は
Ｙ
で
あ
る
」（X

≦
Y

）
は
「
Ⅹ
は
Ｙ
を
持
つ
」
を
、「
Ⅹ

は
Ｙ
で
あ
る
」（X

≠Y

）
は
「
Ⅹ
に
お
い
て
Ｙ
が
在
る
」
を
意
味
す
る
。X

≠Y

に
見
ら
れ

る
の
は
、
Ⅹ
と
Ｙ
の
間
の
、
一
義
的
で
な
い
多
義
的
関
係
で
あ
る
。

⒜

’’

①
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図1　ヨーロッパ語における「XはYだ」の包摂関係
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�

ハ
の
後
の
「
新
情
報
」
が
多
義
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な

い
。
そ
も
そ
も
ハ
自
体
が
ま
さ
に
多
義
的
な
役
割
を
帯
び
て

い
る
の
だ
。
そ
の
文
法
的
職
能
と
そ
の
支
配
域
に
お
い
て
ハ

は
多
義
的
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
次
に
見
て
い
こ
う
。

�

ま
ず
、
ハ
は
主
語
を
あ
ら
わ
す
だ
け
で
は
な
い
こ
と
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。【
ア
】
先
ほ
ど
ハ
と
ガ
の
競

合
の
問
題
に
触
れ
た
が
、
こ
の
対
照
が
強
烈
す
ぎ
る
た
め
だ

ろ
う
か
、
ハ
は
主
格
（
主
語
）
し
か
表
さ
な
い
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
が
意
外
と
多
い
。
決

し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
ハ
は
主
格
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
な
格
に
成
り
代
わ
る
。

（
１
）
こ
の
本
は
読
み
な
さ
い
（
目
的
の
ヲ
）

（
２
）
大
学
は
行
か
な
い
（
場
所
・
方
向
の
ニ
あ
る
い
は
ヘ
）

（
３
）
音
楽
は
心
が
安
ま
る
（
道
具
・
手
段
の
デ
）

（
４
）
東
京
は
物
価
が
高
い
〔
少
し
問
題
の
あ
る
ケ
ー
ス
だ
。「
東
京
で0

は
物
価
が
高

い
」
と
も
解
せ
る
し
、「
東
京
の0

物
価
が
高
い
」
と
も
解
せ
る
〕

�

ハ
は
い
ろ
い
ろ
な
助
詞
に
姿
を
変
え
る
だ
け
で
は
な
い
。【
イ
】
忍
者
の
よ
う
に
姿
を

消
し
た
り
現
し
た
り
し
て
、
読
点
を
越
え
、
句
点
を
飛
び
越
し
て
文
を
支
配
す
る
の
だ
。
た

と
え
ば
夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
冒
頭
。

吾
輩
は

0

0

0

猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
無
い
。
／
ど
こ
で
生
れ
た
か
頓と
ん

と
見
当
が
つ
か

ぬ
。
何
で
も
薄
暗
い
じ
め
じ
め
し
た
所
で
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
ー
泣
い
て
い
た
事
だ
け
は
記
憶

し
て
い
る
。

�

こ
の
場
合
も
い
く
つ
も
の
格
を
兼
務
す
る
こ
と
は
可
能
だ
。

彼
女
は
美
人
で
、
頭
が
い
い
（
彼
女
ノ
）。
会
っ
て
み
ろ
よ
（
彼
女
ニ
）。
気
に
入
る

は
ず
だ
（
彼
女
ガ
）。

�

こ
の
読
点
・
句
点
越
え
の
支
配
力
の
強
さ
に
ハ
の
「
場
」
設
定
機
能
が
よ
く
示
さ
れ
て

い
る
だ
ろ
う
。＊

時
枝
は
文
末
の
「
辞
」
に
言
語
主
体
の
主
体
的
働
き
か
け
を
見
た
が
、
ハ
も

ま
た
主
体
的
に
「
場
」（
枠
組
み
）
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
（
た
ち
）
を
ゆ
る
や
か

に
支
配
す
る
。【
ウ
】
そ
の
支
配
力
は
驚
く
ほ
ど
強
い
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
例
が
、
川

端
康
成
『
伊
豆
の
踊
子
』
の
最
後
に
近
い
場
面
に
見
ら
れ
る
。

②

図2　日本語における「Xは
　　　Yだ」の包摂関係
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「
教
師
は
私
で
す
」
と
［
１
］
の
タ
イ
プ
に
書
き
換
え
る
と
据
わ
り
が
よ
く
な
る
。

電
話
口
で
見
ず
知
ら
ず
の
人
に
対
し
て
、
本
来
な
ら
「

」
と
い
う
。
相
手
の
姿
が
確
認
で
き
な
い
電
話
口
で
「
私
が
」
と
切
り

出
し
た
と
き
の
相
手
の
反
応
（
不
安
？
）
を
考
慮
し
て
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
タ
イ

プ
の
ガ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。（
中
略
）

ガ
の
用
法
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
排
他
的
特
定
」
で
説
明
で
き
る
の
だ
が
、
た
だ
一
つ

例
外
が
あ
る
。
専
門
家
の
あ
い
だ
で
「
現
象
文
」
と
か
「
眼
前
描
写
」「
中
立
叙
述
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
［
４
］
の
用
法
だ
。「
本
が
届
く
」
な
ん
て
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
き
に
そ
の

し
た
場
合
だ
。［
３
］
は
「
例
の
、
あ
の
」
本
と
い
う
含
み
が
あ
る
。
た
だ
し
35

実
力
錬
成
問
題
⑴

1 1

第
1
講

論
説
・
評
論
⑴
―
近
代
批
評
①

科
学
論

演
習
問
題
Ａ

問
一

オ
　
　
問
二

ア

問
三

イ
　
　
問
四

エ

問
五

ア
　
　
問
六

イ

問
七

オ

問
一

第
二
・
第
三
段
落
の
趣
旨
を
把
握
す
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
、
天
動
説
に
従
え
ば
天
体
運

動
が
複
雑
な
体
系
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
疑
い
を
抱
き
、
神
が
宇
宙
を
創
っ
た
の
な
ら
、

宇
宙
は
こ
ん
な
に
複
雑
な
は
ず
は
な
い
と
考
え
た
。
天
動
説
の
「
複
雑
怪
奇
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
理
論
の
醜
さ
」
に
疑
問
を
持
ち
、「
神
は
も
っ
と
単
純
で
美
し
い
宇
宙
を
創
っ
た
は
ず
」

だ
と
考
え
た
、
と
い
う
も
の
。
空
欄
直
後
に
「
科
学
者
の
審
美
観
」
と
あ
る
よ
う
に
、
空
欄

に
は
理
論
の
単
純
さ
に
美
を
見
出
す
科
学
者
気
質
を
表
す
語
句
が
入
る
。
よ
っ
て
「
最
小
の

仮
定
で
最
大
の
結
果
が
得
ら
れ
る
理
論
」、
す
な
わ
ち
最
も
単
純
な
理
論
と
い
え
る
オ
が
正

解
と
な
る
。

ア
「
コ
ス
ト
（
＝
費
用
）」
の
効
率
は
文
脈
に
合
致
し
な
い
。

イ
「
低
次
元
の
要
素
」
は
理
論
の
単
純
さ
を
い
っ
た
の
も
の
で
は
な
い
。

ウ
「
既
存
理
論
」
す
な
わ
ち
天
動
説
に
「
修
正
を
ほ
ど
こ
す
」
と
あ
り
、
文
脈
に
合
致
し

な
い
。

エ
「
思
想
に
も
応
用
で
き
る
」
と
あ
り
誤
り
。
直
前
に
「
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
け
る
思
想
節

約
の
原
理
『
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
』
の
よ
う
に
」
と
あ
る
の
は
、
比
喩
で
あ
る
。
な
お
「
オ

ッ
カ
ム
の
剃
刀
」
と
は
、
よ
り
広
範
囲
の
事
象
を
説
明
で
き
る
、
よ
り
単
純
な
理
論
が
よ

り
よ
い
と
す
る
考
え
方
を
い
う
。

解
答

P.
2
〜
P.
3

解
説

問
二

第
四
～
第
六
段
落
の
趣
旨
を
把
握
す
る
。
天
動
説
に
従
え
ば
神
は
不
動
で
宇
宙
の
中
心
に

位
置
す
る
地
球
に
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
地
動
説
に
従
う
と
、
神
は
不
動
の
太
陽
に
い
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
不
都
合
を
生
じ
る
、
と
い
う
も
の
。
傍
線
部
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、

神
の
存
在
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
そ
の
居
場
所
で
あ
る
地
球
は
不
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
「
神
の
宇
宙
創
造
の
拠
点
は
地
球
で
あ
る
」
と
説
明
し
た
ア
が
正
解

と
な
る
。

イ
「
絶
対
権
力
」
＝
神
に
よ
っ
て
宇
宙
が
安
定
し
て
い
る
と
述
べ
て
お
り
、
傍
線
部
の
趣

旨
に
合
致
し
な
い
。

ウ

宗
教
よ
り
科
学
の
真
理
の
方
が
正
し
い
と
述
べ
て
お
り
、
傍
線
部
の
趣
旨
に
合
致
し
な

い
。

エ

神
が
無
限
の
宇
宙
を
支
配
す
る
と
述
べ
て
お
り
、
傍
線
部
の
趣
旨
に
合
致
し
な
い
。

オ
「
宇
宙
の
中
心
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
地
球
が
神
の
居
場
所
で
あ
る
と
い
う
傍
線
部
の

趣
旨
を
説
明
し
て
い
な
い
。

問
三

第
六
・
第
七
段
落
の
趣
旨
を
把
握
す
る
。
宗
教
改
革
を
主
唱
し
た
ル
タ
ー
派
と
カ
ル
ヴ
ァ

ン
派
は
聖
書
の
絶
対
的
権
威
を
認
め
て
、
地
動
説
を
唱
え
た
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
を
激
し
く
攻
撃

し
た
が
、
旧
来
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
地
動
説
に
寛
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な

か
で
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
『
天
体
の
回
転
に
つ
い
て
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
序
文
で
ル
タ

ー
派
の
オ
ジ
ア
ン
ダ
ー
は
地
動
説
が
仮
説
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
、
と
い
う
も
の
。

よ
っ
て
ル
タ
ー
派
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
か
ら
の
「
攻
撃
か
ら
身
を
か
わ
そ
う
と
し
た
」
と
あ
る

イ
が
入
る
。

ア
「
寛
容
」
な
の
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
あ
っ
て
改
革
派
で
は
な
い
。

ウ
「
相
対
化
」
と
は
絶
対
的
な
も
の
を
相
対
的
な
も
の
に
と
ら
え
直
す
こ
と
。
科
学
が
絶

対
視
さ
れ
て
い
た
と
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
文
脈
に
合
致
し
な
い
。

エ
「
教
会
」
と
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
い
う
か
ら
、「
権
威
の
前
に
屈
し
た
」
と
い
う
の
は

文
脈
に
矛
盾
す
る
。

オ

ル
タ
ー
派
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
「
共
存
」
と
い
う
の
は
本
文
の
内
容
か
ら
は
ず
れ
る
。

問
四

第
八
段
落
の
趣
旨
を
把
握
す
る
。
ガ
リ
レ
イ
が
望
遠
鏡
に
よ
っ
て
無
数
の
星
を
発
見
し
た

こ
と
で
、
宇
宙
が
一
挙
に
拡
大
さ
れ
、
神
の
居
場
所
も
宇
宙
全
体
へ
と
広
が
っ
た
と
い
う
も

の
。「
ケ
チ
な
」
は
直
前
に
「
太
陽
系
の
中
心
に
い
た
が
る
よ
う
な
」
と
あ
る
よ
う
に
、〝
心

の
狭
い
〟
の
意
。
直
後
の
「
よ
り
広
い
星
の
世
界
全
体
を
統
括
す
る
神
」
と
対
比
さ
れ
て
い

解
答
解
説
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

生
き
て
い
る
こ
と
は
歓
び
な
の
だ
と
思
う
。
生
き
て
い
る
こ
と
の
中
に
歓
び
や
苦
し
み

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ま
ず
は
生
き
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
歓
び
な
の
だ
。

人
間
は
ま
ず
肉
体
の
レ
ベ
ル
で
存
在
し
て
い
て
、
そ
こ
に
言
語
が
上
書
き
さ
れ
る
こ
と
で
、

「
人
間
」
と
な
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
人
間
と
は
肉
体
の
レ
ベ
ル
で
だ
け
存
在
し
て

い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
言
語
が
上
書
き
さ
れ
な
け
れ
ば
「
人
間
」
と
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
ま
た
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
言
語
だ
け
が
あ
っ
て
も
肉
体
が
な
け
れ
ば
人
間
は
存

在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

構
造
主
義
は
言
語
を
た
ん
に
“
差
異
の
体
系
”
と
考
え
た
。
そ
の
場
合
、「
歓
び
」
と
は

「
苦
し
み
」
と
対
に
な
っ
た
「
歓
び
／
苦
し
み
」
の
片
側
で
あ
り
、「
お
い
し
い
」
と
は
「
ま

ず
い
」
と
対
に
な
っ
た
「
お
い
し
い
／
ま
ず
い
」
の
片
側
の
状
態
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
　
　
　
、
構
造
主
義
は
言
語
を
“
完
成
さ
れ
た
も
の
”
と
考
え
た
。

は
は
じ
め
か
ら
“
差
異
の
体
系
”
と
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
言
語
の
発

生
の
瞬
間
な
ど
考
え
よ
う
と
し
て
み
て
も
意
味
が
な
い
し
、
そ
ん
な
も
の
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
し
か
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
。

　
　
　
言
語
は
根
底
の
と
こ
ろ
で
強
固
に
人
間
の
肉
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
存
在
す
る

こ
と
そ
れ
自
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。
肉
体
と
い
う
基
盤
が
な
か

っ
た
ら
、
言
語
は
発
生
し
な
か
っ
た
し
、
人
間
の
も
の
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
言
語
の
発
生

を
事
実
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
そ
れ
を
理
由
に
「
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
」
や
「
空
想
」
と
言
っ
て
切
り
捨
て
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
思
考
の
放
棄
だ
と
私
は

思
う
。
言
語
は
発
生
に
お
い
て
肉
体
を
必
要
と
し
た
。
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ

が
な
か
っ
た
ら
、
言
語
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
言
語
に
は

裏
地
と
し
て
息
づ
い
て
い
る
。

言
語
を
た
だ
“
差
異
の
体
系
”
と
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
言
語
か
ら
、
そ
の
裏
に
息
づ

い
て
い
る
肉
体
や
存
在
す
る
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
発
見
し
直
す
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
思

う
。「
発
見
し
直
す
」
と
言
っ
て
も
、
か
つ
て
そ
の
よ
う
な
言
語
観
な
い
し
言
葉
の
用
法
が

現
実
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
構
造
主
義
が
言
う
よ
う
に
、

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

演
習
問
題
Ａ

Ａ
　
　
　

Ｃ
　
　
　

論
説
・
評
論
⑵

論
説
・
評
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⑵

論
説
・
評
論
⑵

論
説
・
評
論
⑵
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言
語
論
…
世
界
に
は
日
本
語
、
英
語
、
中
国
語
、
ド
イ
ツ
語
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
が

あ
り
、
例
え
ば
英
語
に
つ
い
て
、
そ
の
文
法
構
造
や
意
味
、
言
語
音
な
ど
を
調
べ
た

り
、
そ
れ
ら
を
他
の
言
語
と
比
較
し
た
り
と
い
っ
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
他
方
、

言
語
そ
の
も
の
を
対
象
に
し
て
、
言
語
の
本
質
と
は
何
か
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
し

て
言
語
を
獲
得
し
発
展
さ
せ
て
き
た
の
か
、
言
語
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の

か
、
言
語
は
記
号
の
一
種
な
の
か
ど
う
か
、
言
語
は
「
構
造
」
を
持
つ
の
か
持
た
な

い
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
を
立
て
、
そ
れ
を
論
じ
る
学
問
も
行
わ
れ
て
い
る
。

言
語
論
の
一
つ
の
有
力
な
考
え
方
に
構
造
主
義
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
語
が
構
造

（
＝
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
作
り
上
げ
て
い
る
総
体
）
を
な
し

て
い
る
と
い
う
見
通
し
を
立
て
て
、
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。

こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
あ
る
語
の
音
や
意
味
は
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、

他
の
諸
語
の
音
や
意
味
と
の
差
異
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
（「
ア
」
と

い
う
音
は
「
カ
」
や
「
タ
」
な
ど
他
の
音
と
の
違
い
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
）。

���

���

���
　
　
　
　
　
　
　
　

���
　
　
　
　
　
　
　
　���

れ
る
理
由
が
「
親
子
だ
か
ら
」
と
い
う
単
純
極
ま
る
も
の
だ
け
が
安
心
で
き
る
理
由
で
、

「
顔
が
か
わ
い
い
か
ら
」
だ
の
「
頭
が
い
い
か
ら
」
だ
の
と
い
っ
た
も
っ
と
も
ら
し
い
理
由

が
出
て
き
た
と
き
、
子
ど
も
の
安
心
は
奪
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
評
価
に
ま
つ
わ
る
理
由
が
出

て
き
た
と
き
、
子
ど
も
と
し
て
の
自
分
は
親
の
“
社
会
的
な
価
値
の
網
目
”
の
一
画
を
占
め

る
存
在
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

あ
え
て
、「
現
代
社
会
の
病
理
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
、
子
ど
も
は
早
す
ぎ
る
時
期

に
幼
児
教
育
な
ど
の
価
値
の
網
目
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て
、
親
は
そ
の
“
網
目
性
”
を
隠
蔽
す

る
た
め
に
、
電
車
な
ど
の
公
共
の
場
で
子
ど
も
を
叱
ら
な
い
と
い
う
愛
を
演
じ
る
、
と
い
う

逆
転
が
病
理
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
愛
は
“
差
異
の
体
系
”
の
外
に
あ
る
も
の
な
の
だ
か

ら
（
つ
ま
り
、“
差
異
の
体
系
”
の
外
に
あ
る
も
の
し
か
“
愛
”
と
は
呼
ば
な
い
の
だ
か
ら
）、

親
子
関
係
の
根
底
で
駆
動
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
“
愛
”
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
子
ど
も
は

明
確
に
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
一
見
“
高
度
”
な
認
識
が
子
ど
も
に
可
能
に
な
る
理

由
も
、
愛
が
言
語
に
先
行
す
る
も
の
だ
か
ら
で
、
言
語
的
な
認
識
力
や
理
解
力
が
な
く
て
も

愛
を
認
識
す
る
こ
と
は
ち
っ
と
も
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

話
が
飛
躍
し
て
し
ま
っ
た
。
言
語
の
発
生
に
お
い
て
も
、
言
語
の
習
得
に
お
い
て
も
、
人

間
は
肉
体
な
し
に
、
言
語
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
言
語
を
習
得
す
る
こ

と
も
で
き
な
か
っ
た
。
言
語
と
人
間
は
同
時
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
肉
体
が

言
語
に
先
行
し
て
存
在
し
た
。
何
よ
り
肝
心
な
の
は
こ
こ
だ
。

（
保
坂
和
志
「
世
界
の
は
じ
ま
り
の
存
在
論
」
に
よ
る
）

問
一

　
　
　
～
　
　
　
に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

ア

だ
か
ら
　
　
イ

つ
ま
り
　
　
ウ

し
か
し
　
　
エ

と
こ
ろ
で
　
　
オ

ま
た

Ａ
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ
　
　
　
　
　
　
　

Ｃ
　
　
　
　
　
　

問
二

―
―
線
①
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
五
字
で
抜
き

出
し
て
答
え
よ
。

問
三

―
―
線
②
に
つ
い
て
、
人
間
が
花
や
木
の
実
を
見
て
「
美
し
い
」
と
思
う
理
由
は
何

か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

人
間
に
は
本
性
と
し
て
美
的
感
覚
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
。

イ

人
間
は
価
値
判
断
に
基
づ
い
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
か
ら
。

70

Ａ
　
　
　

Ｃ
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���　
　
　
　
　
　
　
���
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

生
き
て
い
る
こ
と
は
歓
び
な
の
だ
と
思
う
。
生
き
て
い
る
こ
と
の
中
に
歓
び
や
苦
し
み

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ま
ず
は
生
き
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
歓
び
な
の
だ
。

人
間
は
ま
ず
肉
体
の
レ
ベ
ル
で
存
在
し
て
い
て
、
そ
こ
に
言
語
が
上
書
き
さ
れ
る
こ
と
で
、

「
人
間
」
と
な
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
人
間
と
は
肉
体
の
レ
ベ
ル
で
だ
け
存
在
し
て

い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
言
語
が
上
書
き
さ
れ
な
け
れ
ば
「
人
間
」
と
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
ま
た
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
言
語
だ
け
が
あ
っ
て
も
肉
体
が
な
け
れ
ば
人
間
は
存

構
造
主
義
は
言
語
を
た
ん
に
“
差
異
の
体
系
”
と
考
え
た
。
そ
の
場
合
、「
歓
び
」
と
は

「
苦
し
み
」
と
対
に
な
っ
た
「
歓
び
／
苦
し
み
」
の
片
側
で
あ
り
、「
お
い
し
い
」
と
は
「
ま

ず
い
」
と
対
に
な
っ
た
「
お
い
し
い
／
ま
ず
い
」
の
片
側
の
状
態
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

、
構
造
主
義
は
言
語
を
“
完
成
さ
れ
た
も
の
”
と
考
え
た
。

は
は
じ
め
か
ら
“
差
異
の
体
系
”
と
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
言
語
の
発

生
の
瞬
間
な
ど
考
え
よ
う
と
し
て
み
て
も
意
味
が
な
い
し
、
そ
ん
な
も
の
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

言
語
は
根
底
の
と
こ
ろ
で
強
固
に
人
間
の
肉
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
存
在
す
る

こ
と
そ
れ
自
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。
肉
体
と
い
う
基
盤
が
な
か

っ
た
ら
、
言
語
は
発
生
し
な
か
っ
た
し
、
人
間
の
も
の
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
言
語
の
発
生

を
事
実
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
そ
れ
を
理
由
に
「
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
」
や
「
空
想
」
と
言
っ
て
切
り
捨
て
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
思
考
の
放
棄
だ
と
私
は

思
う
。
言
語
は
発
生
に
お
い
て
肉
体
を
必
要
と
し
た
。
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ

が
な
か
っ
た
ら
、
言
語
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
言
語
に
は
存
在
す
る
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ

言
語
を
た
だ
“
差
異
の
体
系
”
と
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
言
語
か
ら
、
そ
の
裏
に
息
づ

い
て
い
る
肉
体
や
存
在
す
る
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
発
見
し
直
す
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
思

う
。「
発
見
し
直
す
」
と
言
っ
て
も
、
か
つ
て
そ
の
よ
う
な
言
語
観
な
い
し
言
葉
の
用
法
が

現
実
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
構
造
主
義
が
言
う
よ
う
に
、

①

論
説
・
評
論
⑵
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人
間
に
お
け
る
愛
は
、“
差
異
の
体
系
”
を
超
え
て
こ
そ
愛
と
い
え
る
。

���

���

���

���

れ
る
理
由
が
「
親
子
だ
か
ら
」
と
い
う
単
純
極
ま
る
も
の
だ
け
が
安
心
で
き
る
理
由
で
、

「
顔
が
か
わ
い
い
か
ら
」
だ
の
「
頭
が
い
い
か
ら
」
だ
の
と
い
っ
た
も
っ
と
も
ら
し
い
理
由

が
出
て
き
た
と
き
、
子
ど
も
の
安
心
は
奪
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
評
価
に
ま
つ
わ
る
理
由
が
出

て
き
た
と
き
、
子
ど
も
と
し
て
の
自
分
は
親
の
“
社
会
的
な
価
値
の
網
目
”
の
一
画
を
占
め

あ
え
て
、「
現
代
社
会
の
病
理
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
、
子
ど
も
は
早
す
ぎ
る
時
期

に
幼
児
教
育
な
ど
の
価
値
の
網
目
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て
、
親
は
そ
の
“
網
目
性
”
を
隠
蔽
す

る
た
め
に
、
電
車
な
ど
の
公
共
の
場
で
子
ど
も
を
叱
ら
な
い
と
い
う
愛
を
演
じ
る
、
と
い
う

逆
転
が
病
理
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
愛
は
“
差
異
の
体
系
”
の
外
に
あ
る
も
の
な
の
だ
か

ら
（
つ
ま
り
、“
差
異
の
体
系
”
の
外
に
あ
る
も
の
し
か
“
愛
”
と
は
呼
ば
な
い
の
だ
か
ら
）、

親
子
関
係
の
根
底
で
駆
動
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
“
愛
”
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
子
ど
も
は

明
確
に
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
一
見
“
高
度
”
な
認
識
が
子
ど
も
に
可
能
に
な
る
理

由
も
、
愛
が
言
語
に
先
行
す
る
も
の
だ
か
ら
で
、
言
語
的
な
認
識
力
や
理
解
力
が
な
く
て
も

愛
を
認
識
す
る
こ
と
は
ち
っ
と
も
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

話
が
飛
躍
し
て
し
ま
っ
た
。
言
語
の
発
生
に
お
い
て
も
、
言
語
の
習
得
に
お
い
て
も
、
人

演

習

問

題

Ｂ
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

生
き
て
い
る
こ
と
は
歓
び
な
の
だ
と
思
う
。
生
き
て
い
る
こ
と
の
中
に
歓
び
や
苦
し
み

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ま
ず
は
生
き
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
歓
び
な
の
だ
。

人
間
は
ま
ず
肉
体
の
レ
ベ
ル
で
存
在
し
て
い
て
、
そ
こ
に
言
語
が
上
書
き
さ
れ
る
こ
と
で
、

「
人
間
」
と
な
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
人
間
と
は
肉
体
の
レ
ベ
ル
で
だ
け
存
在
し
て

い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
言
語
が
上
書
き
さ
れ
な
け
れ
ば
「
人
間
」
と
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
ま
た
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
言
語
だ
け
が
あ
っ
て
も
肉
体
が
な
け
れ
ば
人
間
は
存

構
造
主
義
は
言
語
を
た
ん
に
“
差
異
の
体
系
”
と
考
え
た
。
そ
の
場
合
、「
歓
び
」
と
は

「
苦
し
み
」
と
対
に
な
っ
た
「
歓
び
／
苦
し
み
」
の
片
側
で
あ
り
、「
お
い
し
い
」
と
は
「
ま

論
説
・
評
論
⑵

「
苦
し
み
」
と
対
に
な
っ
た
「
歓
び
／
苦
し
み
」
の
片
側
で
あ
り
、「
お
い
し
い
」
と
は
「
ま

510152025

い
て
ゐ
な
い
や
う
な
言
葉
を
持
つ
て
ゐ
な
い
。
社
会
生
活
の
靱じ

ん

帯た
い

と
し
て
の
言
葉
、
行
為
の

一
様
式
と
し
て
の
言
葉
以
外
の
言
葉
は
持
つ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
達
の
幼
年

期
で
も
同
じ
こ
と
だ
が
、
未
開
社
会
に
於お

け
る
、
さ
う
い
ふ
言
葉
の
性
質
は
、
言
葉
と
い
ふ

も
の
の
本
来
の
姿
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
私
達
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
重
大
視
し

て
ゐ
る
、
思
想
だ
と
か
観
念
だ
と
か
の
翻
訳
と
し
て
の
言
葉
、
或
ひ
は
事
物
の
定
義
と
し
て

の
言
葉
な
ぞ
は
、
文
明
の
分
化
に
つ
れ
て
、
実
際
行
為
の
様
式
と
し
て
の
言
葉
か
ら
派
生
し

て
来
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

ド＊

ガ
は
、
慰
め
に
詩
を
書
い
て
ゐ
た
が
、
あ
る
時
、
マ＊

ラ
ル
メ
に
会
つ
て
、
詩
を
書
く
の

は
む
づ
か
し
い
、
思
ひ
つ
き
は
い
く
ら
で
も
浮
ぶ
の
だ
が
、
と
言
つ
た
と
こ
ろ
が
、
マ
ラ
ル

メ
は
言
下
に
、
詩
は
思
ひ
つ
き
で
書
く
の
で
は
な
い
、
言
葉
で
書
く
の
だ
、
と
言
つ
た
さ
う

で
あ
る
。
こ
の
逸
話
は
、
詩
人
、
或
ひ
は
一
般
に
言
葉
を
扱
ふ
芸
術
家
に
対
す
る
、
世
人
の

大
き
な
誤
解
を
は
つ
き
り
語
つ
て
ゐ
る
。
ま
づ
詩
的
な
観
念
が
あ
り
、
そ
れ
を
言
葉
に
し
た

も
の
が
詩
で
あ
る
と
い
ふ
　
　
　
で
あ
る
。
自
分
だ
つ
て
、
詩
人
の
や
う
な
豊
か
な
感
情
な

り
、
複
雑
な
観
念
な
り
は
持
つ
て
ゐ
る
が
、
た
だ
そ
れ
を
言
葉
に
す
る
こ
と
が
下
手
な
だ
け

だ
、
と
い
ふ
ふ
う
に
考
へ
る
が
、
さ
う
い
ふ
考
へ
方
は
、
詩
人
の
考
へ
方
か
ら
最
も
遠
い
の

で
あ
る
。
詩
の
形
式
か
ら
離
れ
た
詩
の
内
容
と
い
ふ
も
の
は
な
い
、
と
は
、
よ
く
言
は
れ
る

こ
と
だ
が
、
一
般
に
は
、
こ
の
こ
と
は
少
し
も
徹
底
し
て
理
解
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
。
何
故
か

と
言
ふ
と
、
こ
の
考
へ
を
押
し
進
め
て
行
く
と
、
一
つ
の
単
語
の
場
合
で
も
そ
の
形
と
意
味

と
は
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
両
者
は
同
じ
も
の
だ
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
筈
で
、
こ
れ
は
、

ま
こ
と
に
考
へ
に
く
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
と
い
ふ
箱
の
中
に
意
味
が
入
つ
て
ゐ
る

や
う
に
言
葉
に
は
意
味
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
、
と
分
析
的
に
考
へ
る
の
は
、
凡
そ
物
を
考
へ
る

と
い
ふ
場
合
、
我
々
に
必
至
の
や
り
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
言
葉
を
扱
ふ
時
に
詩

人
は
、
さ
う
い
ふ
考
へ
方
に
、
な
ん
の
興
味
も
持
た
ぬ
、
或
ひ
は
、
さ
う
い
ふ
考
へ
方
に
極

力
反
抗
す
る
の
で
あ
る
。

詩
人
に
と
つ
て
、
言
葉
と
は
、
詩
作
と
い
ふ
行
為
の
為
の
道
具
な
の
で
あ
る
。
従
つ
て
言

葉
の
意
味
を
知
る
と
は
、
詩
の
作
り
方
を
知
る
と
い
ふ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
歌
ふ
と
い
ふ

行
為
が
、
自
ら
言
葉
を
生
む
の
で
あ
り
、
こ
の
行
為
に
熟
練
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
し
か
、
言

葉
の
意
味
を
明
ら
め
る
道
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
や
り
方
は
、
子
供
が
言
葉
の
意
味
を
確

①
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

私
達
に
は
、
お
し
や
べ
り
を
軽
ん
じ
、
沈
黙
を
尊
ぶ
考
へ
方
が
あ
る
。「
沈
黙
は
金
だ
」

と
い
ふ
諺
こ
と
わ
ざも

あ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
つ
て
、
あ
る
言
語
学
者
の
著
書
を
読
ん

で
、
大
へ
ん
面
白
い
と
思
つ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
未
開
人
の
社
会
で
は
、
沈
黙
は
少
し
も
美

徳
で
は
な
い
。
黙
つ
て
ゐ
る
人
間
な
ぞ
は
、
危
険
人
物
な
い
し
は
悪
人
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る

の
が
普
通
だ
さ
う
で
あ
る
。
人
に
会
つ
て
、「
お
早
う
」
も
「
今
日
は
」
も
言
は
ぬ
人
を
、

私
達
は
、
せ
い
ぜ
い
不
愛
想
な
人
だ
と
か
変
人
だ
と
か
言
ふ
の
で
あ
る
が
、
未
開
社
会
で
は
、

そ
ん
な
人
間
は
、
生
き
て
行
け
な
い
。
殺
さ
れ
た
つ
て
文
句
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、

未
開
社
会
で
も
「
お
早
う
」
と
か
「
今
日
は
」
に
当
る
言
葉
は
、
必
ず
あ
る
の
で
、
い
や
あ

る
所
で
は
な
い
、
今
日
で
は
考
へ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
、
さ
う
い
ふ
言
葉
に
は
価
値
が
あ
つ
た
。

「
お
早
う
」
と
か
「
今
日
は
」
と
い
ふ
言
葉
の
意
味
を
問
は
れ
た
ら
、
私
達
は
、
誰
で
も
、

そ
れ
は
殆ほ
と
んど

意
味
の
な
い
言
葉
だ
と
い
ふ
だ
ら
う
が
、
そ
れ
な
ら
、
殆
ど
無
意
味
な
言
葉
を

私
達
が
使
ふ
意
味
は
何ど

処こ

に
あ
る
か
を
考
へ
れ
ば
、
言
葉
の
意
味
と
は
、
は
な
は
だ
　
　
　

な
も
の
に
な
る
。
結
局
、
意
味
と
い
ふ
言
葉
の
取
り
や
う
に
、
考
へ
方
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。

「
お
早
う
」
と
い
ふ
言
葉
の
意
味
を
観
念
の
上
か
ら
考
へ
れ
ば
、
む
な
し
い
言
葉
に
な
る
が
、

こ
れ
を
使
ふ
場
合
の
、
人
間
の
態
度
な
り
、
動
作
な
り
、
表
情
な
ど
の
上
か
ら
考
へ
れ
ば
、

人
間
同
士
の
　
　
　
を
は
つ
き
り
と
現
す
言
葉
と
な
る
だ
ら
う
。
だ
が
、
普
通
、
私
達
は
さ

う
考
へ
な
い
。「
お
早
う
」
は
言
葉
と
い
ふ
よ
り
も
む
し
ろ
、　
　
　
だ
と
考
へ
る
だ
ら
う
。

そ
れ
ほ
ど
、
私
達
に
は
、
言
葉
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
場
合
、
言
葉
の
観
念
上
の
意
味
を
重

ん
ず
る
風
習
が
身
に
つ
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
学
問
や
知
識
の
発
達
に
よ
つ
て
、
私
達
の
社

会
は
、
抽
象
的
な
或あ
る

ひ
は
観
念
的
な
言
葉
の
複
雑
広
大
な
組
織
を
擁
し
て
ゐ
る
の
で
、
生
活

や
行
動
の
う
ち
に
　
　
　
し
、
身
振
り
や
、
表
情
の
な
か
に
深
く
は
ひ
り
込
ん
で
、
そ
の
意

味
な
ど
は
ど
う
で
も
よ
く
な
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
や
う
な
低
級
な
言
葉
を
、
も
は
や
言
葉
と

し
て
認
め
た
が
ら
な
い
。

メ
ラ
ネ
シ
ヤ
の
人
は
、
人
に
会
ふ
と
「
ど
こ
か
ら
来
た
か
」
と
言
ふ
さ
う
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
勿も
ち

論ろ
ん

、
我
々
の
「
今
日
は
」
に
当
る
挨
拶
の
言
葉
で
、
言
葉
の
上
だ
け
で
そ
の
意
味
を

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
メ
ラ
ネ
シ
ヤ
人
に
は
、
言
葉
の
上
だ
け
で
、
と
言
ふ
や
う

な
考
へ
方
は
、
言
葉
に
関
し
て
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
言
葉
の
意
味
と
は
す
な

は
ち
、
挨
拶
と
い
ふ
行
動
の
意
味
だ
。
彼
等
は
、
社
会
的
な
実
際
の
行
動
に
、
堅
く
結
び
つ
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「
苦
し
み
」
と
対
に
な
っ
た
「
歓
び
／
苦
し
み
」
の
片
側
で
あ
り
、「
お
い
し
い
」
と
は
「
ま

「
苦
し
み
」
と
対
に
な
っ
た
「
歓
び
／
苦
し
み
」
の
片
側
で
あ
り
、「
お
い
し
い
」
と
は
「
ま

ず
い
」
と
対
に
な
っ
た
「
お
い
し
い
／
ま
ず
い
」
の
片
側
の
状
態
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

、
構
造
主
義
は
言
語
を
“
完
成
さ
れ
た
も
の
”
と
考
え
た
。

は
は
じ
め
か
ら
“
差
異
の
体
系
”
と
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
言
語
の
発

生
の
瞬
間
な
ど
考
え
よ
う
と
し
て
み
て
も
意
味
が
な
い
し
、
そ
ん
な
も
の
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

言
語
は
根
底
の
と
こ
ろ
で
強
固
に
人
間
の
肉
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
存
在
す
る

こ
と
そ
れ
自
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。
肉
体
と
い
う
基
盤
が
な
か

っ
た
ら
、
言
語
は
発
生
し
な
か
っ
た
し
、
人
間
の
も
の
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
言
語
の
発
生

を
事
実
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
そ
れ
を
理
由
に
「
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
」
や
「
空
想
」
と
言
っ
て
切
り
捨
て
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
思
考
の
放
棄
だ
と
私
は

思
う
。
言
語
は
発
生
に
お
い
て
肉
体
を
必
要
と
し
た
。
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ

存
在
す
る
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ

言
語
を
た
だ
“
差
異
の
体
系
”
と
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
言
語
か
ら
、
そ
の
裏
に
息
づ

い
て
い
る
肉
体
や
存
在
す
る
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
発
見
し
直
す
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
思

う
。「
発
見
し
直
す
」
と
言
っ
て
も
、
か
つ
て
そ
の
よ
う
な
言
語
観
な
い
し
言
葉
の
用
法
が

現
実
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
構
造
主
義
が
言
う
よ
う
に
、

オ

人
間
に
お
け
る
愛
は
、“
差
異
の
体
系
”
を
超
え
て
こ
そ
愛
と
い
え
る
。

れ
る
理
由
が
「
親
子
だ
か
ら
」
と
い
う
単
純
極
ま
る
も
の
だ
け
が
安
心
で
き
る
理
由
で
、

「
顔
が
か
わ
い
い
か
ら
」
だ
の
「
頭
が
い
い
か
ら
」
だ
の
と
い
っ
た
も
っ
と
も
ら
し
い
理
由

が
出
て
き
た
と
き
、
子
ど
も
の
安
心
は
奪
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
評
価
に
ま
つ
わ
る
理
由
が
出

て
き
た
と
き
、
子
ど
も
と
し
て
の
自
分
は
親
の
“
社
会
的
な
価
値
の
網
目
”
の
一
画
を
占
め

あ
え
て
、「
現
代
社
会
の
病
理
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
、
子
ど
も
は
早
す
ぎ
る
時
期

に
幼
児
教
育
な
ど
の
価
値
の
網
目
に
投
げ
入
れ
ら
れ
て
、
親
は
そ
の
“
網
目
性
”
を
隠
蔽
す

る
た
め
に
、
電
車
な
ど
の
公
共
の
場
で
子
ど
も
を
叱
ら
な
い
と
い
う
愛
を
演
じ
る
、
と
い
う

逆
転
が
病
理
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
愛
は
“
差
異
の
体
系
”
の
外
に
あ
る
も
の
な
の
だ
か

ら
（
つ
ま
り
、“
差
異
の
体
系
”
の
外
に
あ
る
も
の
し
か
“
愛
”
と
は
呼
ば
な
い
の
だ
か
ら
）、

親
子
関
係
の
根
底
で
駆
動
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
“
愛
”
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
子
ど
も
は

明
確
に
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
一
見
“
高
度
”
な
認
識
が
子
ど
も
に
可
能
に
な
る
理

由
も
、
愛
が
言
語
に
先
行
す
る
も
の
だ
か
ら
で
、
言
語
的
な
認
識
力
や
理
解
力
が
な
く
て
も

愛
を
認
識
す
る
こ
と
は
ち
っ
と
も
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

問
四

―
―
線
①
・
③
の
趣
旨
に
最
も
近
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

①

ア

社
会
生
活
上
、
特
に
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
。

　
　
イ

も
し
、
そ
の
種
の
生
活
用
語
が
な
か
っ
た
ら
、
社
会
生
活
が
不
可
能
に
な
る

よ
う
な
言
葉
。

　
　
ウ

人
間
関
係
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
、
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
。

　
　
エ

人
間
同
士
を
強
く
結
び
つ
け
る
、
き
わ
め
て
重
要
な
言
葉
。

③

ア

詩
人
は
言
葉
の
意
味
を
無
視
す
る
傾
向
が
強
い
。

　
　
イ

詩
人
は
詩
的
観
念
を
言
葉
に
す
る
こ
と
に
苦
闘
す
る
。

　
　
ウ
「
詩
の
形
式
か
ら
離
れ
た
詩
の
内
容
と
い
ふ
も
の
は
な
い
」
と
い
う
真
意
は

詩
人
だ
け
が
知
っ
て
い
る
。

　
　
エ

詩
人
は
「
言
葉
と
い
ふ
箱
の
中
に
意
味
が
入
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
よ
う
に
言

葉
を
分
析
的
に
扱
う
こ
と
を
嫌
う
。

問
五

―
―
線
②
の
文
脈
上
の
意
味
か
ら
最
も
遠
い
言
葉
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

ア

観
念
　
　
イ

感
情
　
　
ウ

形
式
　
　
エ

内
容

問
六

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
は
ど
れ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
か

ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

私
達
は
、
未
開
社
会
の
人
々
と
違
っ
て
、「
お
早
う
」
と
か
「
今
日
は
」
と
い
う

の
は
観
念
上
の
意
味
を
持
た
な
い
低
級
な
言
葉
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

イ

行
為
の
一
様
式
と
し
て
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
形
と
意
味
と
は
切
り
離
し
て

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ウ

詩
人
は
、
一
般
の
人
と
は
異
な
り
、
言
葉
と
い
う
箱
の
中
に
意
味
が
入
っ
て
い
る

と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

エ

意
味
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
言
葉
を
し
ゃ
べ
り
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
言
葉
の
意
味

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
、
と
い
う
の
は
子
供
だ
け
が
用
い
る
方
法
で
あ
る
。

オ

詩
人
は
、
思
想
や
観
念
な
ど
の
翻
訳
と
し
て
の
言
葉
を
詩
作
の
た
め
の
道
具
と
し

て
使
っ
て
い
る
。

���

���

���

���

���

���

���

���

め
て
行
く
、
あ
の
自
然
な
や
り
方
と
同
じ
で
あ
つ
て
、
詩
人
は
、
こ
の
素
朴
な
や
り
方
を
、

非
常
に
複
雑
な
精
緻
な
言
葉
の
扱
ひ
に
も
、
一
貫
し
て
押
通
さ
う
と
努
め
る
の
で
あ
る
。

万
葉
の
詩
人
は
日や

ま
と本
を
、「
言こ
と

霊だ
ま

の
幸さ
き

は
ふ
国
」
と
歌
つ
た
が
、
わ
が
国
に
限
ら
ず
、
ど

こ
の
国
の
古
代
人
も
、
言
葉
に
は
、
不
思
議
な
力
が
宿
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
た
。
現

代
人
は
、
こ
れ
を
過
去
の
迷
信
と
笑
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
か
と
い
ふ
と
、
こ
の
古
い

信
仰
は
、
私
達
の
、
言
葉
に
対
す
る
極
め
て
自
然
な
態
度
を
語
つ
て
ゐ
る
か
ら
だ
。
古
代
人

は
、
言
葉
と
い
ふ
事
物
や
観
念
の
記
号
を
信
じ
た
の
で
は
な
い
。
言
葉
と
い
ふ
人
を
動
か
す

不
思
議
な
力
を
信
じ
た
の
で
あ
る
。
物
を
動
か
す
の
に
は
、
道
具
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
知

つ
た
や
う
に
、
人
を
動
か
す
の
に
、
驚
く
ほ
ど
の
効
果
を
現
す
言
葉
と
い
ふ
道
具
の
力
を
、

率
直
に
認
め
、
こ
れ
を
　
　
　
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
呪
文
に
よ
つ
て
自
然
を

動
か
さ
う
と
し
た
の
は
愚
か
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
言
葉
の
力
は
、
自
然
に
対
す
る
人
間
の
態

度
を
変
へ
る
こ
と
は
出
来
る
、
態
度
が
変
れ
ば
、
自
然
が
変
つ
た
の
と
同
じ
効
果
が
上
る
、

さ
ふ
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
つ
た
ほ
ど
愚
か
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
に
と
つ
て
言

葉
と
は
、
現
実
の
対
象
や
実
際
の
行
為
に
、
有
効
に
働
く
、
さ
う
い
ふ
一
種
の
機
能
を
持
つ

力
で
あ
っ
た
。
今
日
も
、
詩
人
は
こ
の
古
い
信
仰
を
伝
承
し
て
ゐ
る
。

（
小
林
秀
雄
「
言
葉
の
力
」
に
よ
る
）

（
注
）
ド
ガ
…
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
（
一
八
三
四
―
一
九
一
七
）。

マ
ラ
ル
メ
…
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
（
一
八
四
二
―
一
八
九
八
）。

問
一

―
―
線
ア
・
イ
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
よ
。

ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　

���

イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
二

　
　
　
～
　
　
　
に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
よ
。

Ａ

ア

不
実
　
　
イ

無
力
　
　
ウ

曖
昧
　
　
エ

粗
雑

Ｂ

ア

優
し
さ

イ

親
し
み

ウ

気
安
さ

エ

寂
し
さ

Ｃ

ア

粉
砕
　
　
イ

埋
没
　
　
ウ

分
裂
　
　
エ

消
滅

Ｄ

ア

偏
見
　
　
イ

信
条
　
　
ウ

虚
構
　
　
エ

盲
信

問
三

　
　
　
・
　
　
　
に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
か
ら
漢
字
二
字
で

抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

イ

Ｙ
　
　
　

606570

���　
　
　
　
　
　
　
　
　

���　
　
　
　
　
　
　
　
　
���

���　
　
　
　
　
　
　
　
　

���　
　
　
　
　
　
　
　
　
���

Ａ
　
　
　

Ｄ
　
　
　

���

���

���

���

���

���

���

���

Ｘ
　
　
　

Ｙ
　
　
　

Ｘ

Ｙ
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高校新演習 高校入門
中学と高校の橋渡しに最適！
多様なレベル・使用層に対応した決定版

１　高校入学後も塾で学習したくなる！　学びを促進する構成
　高校の最初で学習する初歩的な内容はもちろん、中学までとは質的に異なる内容・勉強法まで、幅広く扱います。
高校での学習に見通しを立てることのできるテキストです。高校教科書の少し深い段階までをあえて提示すること
で、高校入学後も塾に通って学ぶことの大切さを生徒に体感させる作りになっています。

２　目的やレベルに応じて、多様な使用法が可能！
　国・数・英ともに6講で構成しました。前半3講と後半3講でレベル・目的を大きく二分しています。文字通り「高
校入門」レベルの生徒や、難関高校に合格して歯ごたえのある問題を求めている生徒など、多様な使用層に対応した
カリキュラム&コーナー設定を実現。使用時期・目的も、推薦入試で早めに進路を決めた生徒の進学準備、春期講習
用テキスト、高校入学後の学力定着など、幅広くご使用いただけます。

●国語
　現代文3講・古典3講の構成です。現
代文では抽象度・語彙レベルの高い読解
問題を出題。中学までとは質的に異なる読
解力の必要性を実感することが可能です。
古典は用言の文法を先取り学習します。

●数学
　後半3講に、高1最初の山場である2
次関数を配置しました。前半には、2次関
数を解くために必要な代数の内容と、図
形を配置。各講は、スモールステップで
理解を深められる構成となっています。

●英語
　前半を文法、後半を読解にあてました。
文法では、中学の重要文法と高校文法の
先取り内容を学習。読解では、英文の読
み方や、品詞・文構造を意識した読解の
基礎を身に付けることができます。

教科 ページ数 本体予価＋税 サイズ
国語 40P

780円＋税 B5数学 40P
英語 36P

国語

1講 現代文の読解⑴　哲学・思想

数学

高校へのブリッジ

英語

1講 品詞の判別・文構造　
2講 現代文の読解⑵　言語・文化 1講 展開と因数分解 2講 基本時制・完了時制
3講 現代文の読解⑶　社会科学 2講 １次不等式・絶対値 3講 不定詞・動名詞・分詞
4講 古典文法⑴　動詞の活用形 3講 図形の性質（数学A） 4講 リーディング　イントロダクション　
5講 古典文法⑵　動詞の活用の種類 4講 ２次関数とグラフ 5講 リーディング(1)　 
6講 古典文法⑶　形容詞・形容動詞　 5講 ２次関数の最大・最小 6講 リーディング(2)　 

文語文法要覧 6講 ２次関数の決定 重要構文

※表紙デザインは変更となる場合があります。




