
mp
l

am
p



mp
l

am
p



mp
le
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第 2回　説明文・論説文　話題と要点
□
問
四　
　
　

線
①
「
科
学
的
な
考
え
方
」
と
あ
り
ま
す
が
、
次
の
う
ち
科
学
的

な
考
え
方
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。
話
題

　
　
　

ア

低
気
圧
が
近
づ
い
て
い
る
の
で
、
明
日
は
雨
が
降ふ

る
だ
ろ
う
。

　
　
　

イ

来
週
の
月
曜
日
は
遠
足
だ
か
ら
、
晴
れ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

　
　
　

ウ

熱
が
あ
る
の
は
、風ふ

呂ろ

上
り
に
体
が
冷
え
風か

邪ぜ

を
ひ
い
た
た
め
だ
ろ
う
。

　
　
　

エ

朝
の
最
低
気
温
が
０
℃
以
下
に
な
れ
ば
、
池
に
氷
が
張
る
だ
ろ
う
。

□
問
五　
　
　

線
②
「
客
観
的
な
事
実
と
個
人
の
主
観
的
な
願
望
を
き
ち
ん
と
区

別
す
る
こ
と
が
『
科
学
的
思
考
』
の
第
一
歩
な
の
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
よ
う
に
言
え
る
理
由
を
説
明
し
た
次
の
文
の

Ａ

〜

Ｃ

に
あ

て
は
ま
る
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
指
定
の
文
字
数
で
書
き
ぬ
い

て
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　

何
が
Ａ
（
二
字
）
で
何
が
Ｂ
（
九
字
）
な
の
か
区
別
が
つ
か
な
く
な

り
、
論
点
が
発
散
し
て
焦
し
ょ
う

点て
ん

が
ぼ
け
て
し
ま
い
、
何
を
Ｃ
（
八
字
）
が

分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

Ａ

Ｂ

Ｃ

□
問
六　
　
　

線
③
「
ま
っ
た
く
考
え
た
こ
と
が
な
く
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

と
同
じ
意
味
を
表
す
三
字
の
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら
書
き
ぬ
い
て
答
え
な

さ
い
。

□
問
七

※
で
囲
ん
だ
段だ
ん

落ら
く

の
要
点
を
、「
科
学
の
研
究
」、「
思
考
」
と
い
う
言

葉
を
使
っ
て
、
三
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
要
点

□
問
八

こ
の
文
章
を
次
の
三
つ
に
分
け
る
と
き
、
ど
こ
で
分
け
ら
れ
ま
す
か
。

Ⅱ
・
Ⅲ
の
は
じ
め
の
五
字
を
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
ぬ
い
て
答
え
な
さ
い
。要

点

　
　
　
　

Ⅰ
「
科
学
的
な
考
え
方
と
は
何
か
」

　
　
　
　

Ⅱ
「
個
人
の
感
情
を
交
え
な
い
こ
と
」

　
　
　
　

Ⅲ
「
自
分
の
経
験
を
絶
対
視
し
な
い
こ
と
」

ⅡⅢ

ろ
う
。

と
思
う

邪
を
ひ

ば
、

的
な

す
」Ａ

字
数

か
な字

）

文
は

的
な感

情験
を

Sa
mp
le

mp
る
だ
ろ
う
。

だ
ろ

を
き
ち
ん
と
区

き
ち
ん
と
区

り
ま
す
が
、

す
が

Ｃ

pにあにあ
き
ぬ
い lele

□□
問
八

Ⅱ
・ⅠⅠ

「
科

ⅡⅡ
「
個
人

ⅢⅢ
「
自
分
の

「
自
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□
問
一
【

】
の
部
分
に
は
原
発
事
故
が
起
き
た
際
の
専せ
ん

門も
ん

家
と
い
わ
れ
る
人

た
ち
の
態
度
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
態
度
で
、
な

ぜ
そ
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
の
か
の
説
明
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も

の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　

ア

こ
れ
ま
で
に
自
分
た
ち
が
科
学
者
と
し
て
経
験
し
て
き
た
こ
と
を
も

と
に
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
、
さ
ら
に
は
世
の
中
の

人
々
が
不
安
に
お
ち
い
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
配は
い

慮り
ょ

も
こ
め
て
「
事
故

は
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
言
い
続
け
る
な
ど
、
客
観
的
に
結け
つ

論ろ
ん

を

導
く
と
い
う
態
度
を
最
後
ま
で
つ
ら
ぬ
い
た
。

　
　
　

イ

こ
れ
ま
で
の
専
門
家
と
し
て
の
経
験
を
は
る
か
に
上
回
る
重
大
な
事

故
で
あ
る
こ
と
は
、
事
故
の
真
相
を
客
観
的
に
調
査
し
た
結
果
と
し
て

の
判
断
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ
た
も
の
の
、
世
間
の
人
々
を
不
安
に
さ
せ

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
配
慮
か
ら
「
事
故
は
た
い
し
た
こ
と
は

な
い
」
と
言
い
続
け
て
き
た
。

　
　
　

ウ

自
ら
の
願
望
や
責
任
を
の
が
れ
た
い
気
持
ち
を
重

じ
ゅ
う

視し

し
て
、
事
実

を
正
面
か
ら
見
る
こ
と
を
せ
ず
に
「
事
故
は
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
」

と
言
い
、
や
が
て
予
期
で
き
な
か
っ
た
た
め
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た

の
だ
と
言
い
わ
け
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
、
起
こ
っ
た
事
実
を
正
面

か
ら
見
す
え
た
客
観
的
な
態
度
を
と
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　

エ

一
部
の
専
門
家
は
起
こ
っ
た
事
実
を
客
観
的
に
見
よ
う
と
は
し
た
も

の
の
、
決
し
て
予
測
し
得
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
た
め
に
責
任
を
問
わ

れ
て
は
か
な
わ
な
い
と
自じ

己こ

を
守
る
気
持
ち
が
強
く
働
く
大
部
分
の
専

門
家
た
ち
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
だ
れ
も
真
相
を
調
査
す
る
こ
と
な
く
、

「
事
故
は
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
言
い
続
け
た
。

　
　
　

オ

専
門
家
と
し
て
の
良
心
か
ら
、
事
実
を
調
査
し
報
告
す
べ
き
で
あ
る

発
展
演
習

発
展
演
習

と
の
気
持
ち
が
あ
り
な
が
ら
も
、
自
分
た
ち
の
願
望
や
責
任
を
の
が
れ
た

い
と
の
気
持
ち
を
優ゆ
う

先せ
ん

し
た
た
め
、
自
己
本
位
の
結
論
を
出
し
て
事
故
の

原
因
を
曖あ
い

昧ま
い

な
ま
ま
に
し
よ
う
と
し
、
客
観
的
に
結
論
を
導
く
と
い
う
態

度
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

□
問
二　
　
　
「
自
分
の
経
験
が
絶
対
に
正
し
い
と
信
じ
込こ

み
、
疑ぎ

問も
ん

を
抱い
だ

か
れ

る
の
を
拒き
ょ

否ひ

す
る
人
の
言
う
こ
と
は
、
か
え
っ
て
信
用
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
筆
者
が
述
べ
る
の
は

な
ぜ
で
す
か
。
文
章
中
の
言
葉
を
使
っ
て
、百
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

態
度
で
、
な

最
も
ふ
さ
わ
し
い
も

し断
しう

ど
に
上し

たを
不し

た

事いた

□

なSa
mp
le

mp
て
き
た
こ
と
を
も

き
た
こ
と
を

ら
に
は
世
の
中
の

に
は
世
の
中
の

も
こ
め
て
「
事
故

て
「
事
故

観
的
に
結

的
に
結け
つ
け
つ

論論ろ
んん

をを

重
大
な
事
な
事

と
し
てて

さ
せは

SSSSS
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第 2回　説明文・論説文　話題と要点
□
問
三

こ
の
文
章
で
筆
者
が
述
べ
て
い
る
内
容
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の

を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　

ア
「
科
学
的
な
考
え
方
」
と
い
う
の
は
、
事
実
を
組
み
合
わ
せ
、
不
足
を

推す
い

理り

し
て
補
お
ぎ
な
い
、
謎な
ぞ

の
解
明
に
努
め
る
と
い
う
思
考
法
で
あ
り
、
科
学

の
研
究
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
私
わ
た
し
た
ち
の
日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な

事こ
と

柄が
ら

に
も
適
用
で
き
る
よ
う
に
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

イ
「
科
学
的
な
考
え
方
」
と
い
う
の
は
客
観
的
な
事
実
を
見
つ
め
る
こ
と

か
ら
始
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
個
人
的
な
願
望
や
意
見
や
私し

情じ
ょ
う
な
ど
の
入
ら
な
い
筋す
じ

道み
ち

立
っ
た
推
論
を
経
た
の
ち
に
合
理
的
結
論

へ
と
た
ど
り
つ
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

ウ

あ
る
結
論
に
対
し
て
「
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
人
の
考
え
方

の
根こ
ん

拠き
ょ

は
す
べ
て
、
個
人
的
な
感
情
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
た
だ
の
わ

が
ま
ま
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
、
そ
れ
以
上
議
論
し
た
り
問
い
か

け
た
り
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。

　
　
　

エ

自
分
の
目
で
見
た
こ
と
は
す
べ
て
客
観
的
事
実
で
あ
る
は
ず
な
の

で
、
そ
れ
を
聞
い
た
周
り
の
人
は
そ
の
事
情
を
理
解
し
て
信
じ
て
あ
げ

る
こ
と
か
ら
合
理
的
判
断
へ
と
考
え
を
進
め
て
行
く
の
が
「
科
学
的
な

考
え
方
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

オ

原
発
事
故
な
ど
の
重
大
事
故
を
き
っ
か
け
と
し
て
専
門
家
の
「
科
学

的
な
考
え
方
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
見
方
が
変
わ
り
、
み
な
が
自
分

た
ち
で
合
理
的
に
判
断
で
き
る
よ
う
に
日
常
で
鍛き

た

え
て
お
く
べ
き
で
あ

る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

◎
問
四
「
富ふ

士じ

山
は
噴ふ
ん

火か

し
な
い
」
と
主
張
す
る
人
に
対
し
て
、
も
し
あ
な
た
が

「
噴
火
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
立
場
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
反
論
し

ま
す
か
。
文
章
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
科
学
的
な
考
え
方
」
と
次
の
【
資

料
】
を
参
考
に
し
て
、
百
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

　
　
　
【
資
料
】

　
　
　

・
富
士
山
は
、
二
百
年
か
ら
三
百
年
の
周
期
で
噴
火
し
て
い
る
。

　
　
　

・
最
後
に
富
士
山
が
大
規き

模ぼ

噴
火
し
た
の
は
一
七
〇
七
年
で
あ
る
。

あ
り
、
科
学

生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な

た
も
の

観
的

ら
個を

経
」な

っ議
論

あ
る信

じ科
学

科
学分

Sa
mp
le

mp
め
る
こ
と

め
る

願
望
や
意
見
や
私

望
や
意
見
や
し

ち
に
合
理
的
結
論

に
合
理
的
結
論

う
人
の
考
え
方

う
人
の
考
え
方

る
た
だ
の
わ

だ
の
わ

り
問
い
か
い
か

な
のげ

SSS


