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[

問
題
そ
の
一]

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

１

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
問
八
に
答
え
よ
。

知
覚
の
作
用
は
、
無
意
識
的
に
、
あ
る
い
は
意
志
的
に
、
お
び
た
だ
し
い
外
界
の
刺
激
を
受
け
て
い
る
。
受
け
と
ら
れ
た
刺
激
が
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
逆
に
知

覚
作
用
、
そ
の
他
行
動
を
通
じ
て
外
界
に
は
た
ら
き
か
け
る
広
義
の
表
現
活
動
エ
ク
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
し
か
し
、
入
っ
て
来
る
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
の
方
が
出
て

行
く
エ
ク
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
よ
り
も
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
役
割
を
果
す
の
が
忘
却
で
あ
る
。
か
く
れ
た
表
現
行
為
で
あ
り
創
造
活
動
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
も
な
る
。

忘
却
が
消
化
・
同
化
作
用
で
あ
る
と
の
べ
た
が
、
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
は
忘
却
に
よ
っ
て
解
体
、
変
容
、
変
質
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
人
間
精
神
が
た
く
ま
ず
し
て
行
っ

て
い
る
創
造
を
認
め
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
創
造
と
い
う
も
の
は
忘
却
と
意
外
に
近
い
関
係
に
あ
る
。

イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
が
入
っ
て
来
る
だ
け
で
は
精
神
は
た
ち
ま
ち
自
家
中
毒
を
起
し
て
し
ま
う
。
新
陳
代
謝
が
活
発
に
な
る
に
は
摂
取
に
お
と
ら
ず
排
泄
が
重
要
で
あ
る
。

(

１)

忘
れ
る
の
は
排
泄
作
用
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
学
校
で
は
摂
取
あ
っ
て
排
泄
な
き
が
ご
と
き
こ
と
が
行
わ
れ
や
す
い
た
め
に
、
せ
っ
か
く
の
知
識
そ
の
も
の
が
活
動
の

源
泉
に
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
、
精
神
を
毒
す
る
こ
と
す
ら
す
く
な
く
な
い
。
優
等
生
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
頭
の
持
ち
主
が
概
し
て
創
造
的
で
な
い
こ
と
も
思
い
合
わ
さ
れ
る
。

も
の
を
覚
え
る
こ
と
は
学
校
で
教
え
る
が
、
い
か
に
し
て
う
ま
く
も
の
を
忘
れ
る
か
と
い
う
教
育
は
行
わ
れ
な
い
。
も
の
を
覚
え
る
の
も
苦
労
だ
が
、
忘
れ
る
の
は
も
っ

と
難
し
い
と
も
言
え
る
。
努
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
し
た
も
の
で
、
自
然
は
わ
れ
わ
れ
に
強
力
な
忘
却
促
進
剤
を
与
え
て

く
れ
て
い
る
。
一
日
一
回
こ
れ
を
服
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
家
中
毒
の
危
険
は
ま
ず
マ
ヌ
ガ
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
促
進
剤
と
は
睡
眠
で
あ
る
。
も
し
、
眠
れ
な
く
な

①

る
と
、
精
神
は
た
ち
ま
ち
異
常
を
呈
す
る
。

摂
取
す
る
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
が
多
す
ぎ
た
り
、
あ
る
い
は
頭
の
中
を
き
れ
い
に
し
た
い
と
き
は
、
目
の
さ
め
て
い
る
と
き
で
も
忘
却
を
促
進
す
る
た
め
の
活
動
が
必
要

に
な
っ
て
来
る
。
レ
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
肩
の
こ
ら
な
い
本
を
読
む
の
も
頭
の
中
の
も
の
を
忘
れ
る
レ
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
効
果
が
あ
る
。
テ
レ
ビ
も
し
か
り
。
散
歩

も
も
の
を
忘
れ
、
さ
っ
ぱ
り
し
た
気
持
ち
に
な
る
の
に
役
立
つ
。
新
し
い
こ
と
を
考
え
出
す
の
に
散
歩
が
よ
い
と
い
わ
れ
る
の
は
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。

し
か
し
、
概
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
も
の
を
う
ま
く
忘
れ
る
こ
と
が
下
手
で
あ
る
。
刺
激
の
つ
よ
す
ぎ
る
現
代
生
活
に
お
い
て
、
こ
れ
を
処
理
し
き
れ
な
い
で
精
神
的
不
調

を
訴
え
る
人
が
急
増
し
て
い
る
昨
今
、
忘
れ
る
術
を
研
究
す
る
こ
と
は
焦
眉
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
育
に
お
い
て
も
詰
め
込
み
主
義
の
形
式
的
な
批
判
に
と
ど

②

ま
ら
な
い
で
、
忘
却
に
よ
る
調
和
と
い
う
積
極
的
な
考
え
方
に
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。

(

２)

去
る
も
の
は
日
々
に
ウ
ト
シ
、
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
月
日
の
た
つ
に
つ
れ
て
、
い
な
く
な
っ
た
人
の
こ
と
は
次
第
に
忘
れ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
が
た
つ

③

に
つ
れ
て
忘
れ
る
の
は
、
空
間
・
時
間
の
ど
ち
ら
に
も
、
も
の
の
姿
を
変
え
、
消
し
て
行
く
は
た
ら
き
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
か
り
に
黒
板
ふ
き
（
エ
レ
イ
ザ
ー
）

効
果
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
一
般
に
空
間
と
時
間
に
は
エ
レ
イ
ザ
ー
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
も
の
ご
と
が
本
当
に
理
解
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
エ
レ
イ
ザ
ー

(

３)

効
果
を
も
っ
た
時
空
を
経
過
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
学
習
―
―
典
型
的
な
の
は
一
夜
漬
の
試
験
勉
強
で
あ
ろ
う
が
―
―
は
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
う
。
忘
れ
に
く
く
す

る
に
は
、
時
間
を
か
け
て
、
忘
れ
や
す
く
し
な
が
ら
、
覚
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
覚
え
た
も
の
は
身
に
つ
き
深
層
化
す
る
。

言
い
か
え
る
と
、
生
活
の
中
へ
エ
レ
イ
ザ
ー
効
果
の
あ
る
時
間
、
空
間
を
な
る
べ
く
た
く
さ
ん
も
ち
こ
む
こ
と
が
、
理
解
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
。

も
の
ご
と
を
よ
く
覚
え
て
い
る
人
は
こ
れ
ま
で
の
経
験
に
よ
っ
て
未
来
を
予
想
す
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
反
面
、
過
去
に
こ
だ
わ
り
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
る

こ
と
に
も
な
り
や
す
い
。
過
去
だ
け
で
な
く
て
既
得
の
知
識
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
感
情
生
活
に
お
い
て
も
保
守
的
持
続
性
の
長
所
と
短
所
が
考
え
ら
れ
る
。
安
定
し

て
は
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
「
ね
ち
ね
ち
」
し
た
と
こ
ろ
を
す
て
き
れ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
忘
れ
っ
ぽ
い
人
間
に
は
安
定
感
が
乏
し
い
か
わ
り
に
、
流
れ
る
水
の
ご
と
く
自
然
で
、
も
の
に
悪
く
執
着
し
な
い
よ
さ
が
あ
る
。
た
い
て
い
の
こ
と
は

(

４)

さ
っ
さ
と
あ
き
ら
め
忘
れ
て
し
ま
う
。

Ａ

。
そ
こ
に
は
解
脱
に
似
た
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
国
の
文
化
は
元
来
、
そ
う
い
う
無
常
観
を
特
色
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
禅
な
ど
の
ね
ら
っ
て
い
る
解
脱
や
悟
道
は
、
コ
ト
バ
の

理
を
は
な
れ
、
も
の
の
実
相
に
ふ
れ
る
こ
と
、
も
の
ご
と
に
執
し
な
い
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

活
発
に
忘
れ
る
な
ら
ば
、
心
は
い
つ
も
新
し
い
も
の
を
迎
え
る
ゆ
と
り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
と
こ
ろ
に
し
ば
ら
れ
た
り
固
定
し
た
り
し
て
い
な
い
た
め
に
自
由

で
あ
り
、
変
化
も
で
き
る
。
一
つ
の
こ
と
に
集
中
し
た
ら
、
い
や
、
一
つ
の
こ
と
に
集
中
で
き
る
に
は
、
ほ
か
の
こ
と
が
な
る
べ
く
干
渉
し
な
い
よ
う
に
一
時
的
に
忘
れ
て

い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
忘
我
、
無
我
夢
中
で
あ
る
。
そ
う
い
う
状
態
で
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
真
に
深
い
自
我
の
発
動
に
よ
る
精
神
の
営
み
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

小
さ
な
知
識
を

Ｂ

に
抱
え
て
い
て
は
、
新
し
く
大
き
な
も
の
が
現
わ
れ
て
も
、
そ
れ
を
摂
取
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
頭
は
い
つ
も
文
字
を
拭
き
消
し
て
あ
る
黒
板
、

(

５)

何
も
書
か
れ
て
い
な
い
タ
ブ
ラ
ラ
サ
（
白
い
板
）
の
状
態
で
あ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
結
局
、
真
に
感
ず
る
こ
と
、
真
に
知
る
こ
と
、
真
に
生
き
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

文
化
は
生
活
と
経
験
の
持
続
、
チ
ク
セ
キ
を
前
提
と
し
て
い
る
。
学
問
も
文
化
の
伝
承
の
機
能
を
も
つ
限
り
、
知
識
の
保
持
、
記
憶
は
そ
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
と
い
わ

④

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
文
化
や
学
問
の
あ
り
方
が
や
が
て
は
自
ら
を
衰
亡
さ
せ
て
行
く
こ
と
は
、
歴
史
が
教
え
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
う
い
う
文

化
の
自
壊
に
対
し
て
自
然
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
て
い
る
安
全
弁
が
忘
却
で
あ
る
。
創
造
の
源
泉
も
ま
た
そ
こ
に
発
す
る
。
ど
う
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
忘
却
恐
怖
の
ジ
ュ
バ
ク

⑤

か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
心
が
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（
外
山

滋
比
古
、
『
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
思
想
』
よ
り
）
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[

問
題
そ
の
二]

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

問
一

傍
線
部
①
～
⑤
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
示
し
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
送
り
仮
名
を
つ
け
よ
。

①

マ
ヌ
ガ

②

焦
眉

③

ウ
ト
シ

④

チ
ク
セ
キ

⑤

ジ
ュ
バ
ク

問
二

傍
線
部
（
１
）
「
新
陳
代
謝
が
活
発
に
な
る
に
は
摂
取
に
お
と
ら
ず
排
泄
が
重
要
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
の
本
文
に
お
け
る
説
明
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、

次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア
「
摂
取
」
は
「
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
、｢
排
泄
」
は
「
エ
ク
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
表
す
直
喩
表
現
で
、
両
方
の
機
能
が
作
用
す
る
こ
と
で
健
康
が
保
た
れ
る

と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

イ
「
摂
取
」
は
「
エ
ク
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
、｢

排
泄
」
は
「
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
表
す
直
喩
表
現
で
、
両
方
と
も
体
内
環
境
の
安
定
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

ウ
「
摂
取
」
は
「
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
、｢

排
泄
」
は
「
エ
ク
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
表
す
隠
喩
表
現
で
、
両
方
を
お
こ
な
う
こ
と
が
活
発
化
に
必
要
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

エ
「
摂
取
」
は
「
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
、｢

排
泄
」
は
「
エ
ク
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
表
す
隠
喩
表
現
で
、
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
活
動
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
表
し
て
い
る
。

オ
「
摂
取
」
は
「
エ
ク
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
、｢

排
泄
」
は
「
イ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
」
を
表
す
隠
喩
表
現
で
、
両
方
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
活
性
化
に
つ
な
が
る
と

い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

問
三

傍
線
部
（
２
）
「
忘
却
に
よ
る
調
和
と
い
う
積
極
的
な
考
え
方
に
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
七
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
四

傍
線
部
（
３
）
「
エ
レ
イ
ザ
ー
効
果
」
に
は
ど
の
よ
う
な
効
能
が
あ
る
か
。
次
の
ア
～
オ
か
ら
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

記
憶
し
た
内
容
を
選
別
し
、
定
着
さ
せ
る
効
能
。

イ

記
憶
を
統
合
し
て
新
し
い
気
づ
き
を
生
む
効
能
。

ウ

覚
え
た
事
柄
を
変
質
さ
せ
、
質
を
高
め
る
効
能
。

エ

覚
え
た
事
柄
の
理
解
が
深
ま
り
身
に
つ
く
効
能
。

オ

記
憶
と
忘
却
の
バ
ラ
ン
ス
を
安
定
さ
せ
る
効
能
。

問
五

傍
線
部
（
４
）
「
忘
れ
っ
ぽ
い
人
間
に
は
安
定
感
が
乏
し
い
か
わ
り
に
、
流
れ
る
水
の
ご
と
く
自
然
で
、
も
の
に
悪
く
執
着
し
な
い
よ
さ
が
あ
る
」
と
あ
る
が
、

「
忘
れ
っ
ぽ
い
人
間
」
が
も
つ
「
よ
さ
」
に
つ
い
て
五
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
六

Ａ

に
適
す
る
語
句
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

三
つ
子
の
魂
百
ま
で
も

イ

馬
の
耳
に
念
仏

ウ

枯
れ
木
も
山
の
に
ぎ
わ
い

エ

仏
作
っ
て
魂
入
れ
ず

オ

明
日
に
は
明
日
の
風
が
吹
く

問
七

Ｂ

に
適
す
る
語
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

得
意
満
面

イ

後
生
大
事

ウ

針
小
棒
大

エ

大
胆
不
敵

オ

徹
頭
徹
尾

問
八

傍
線
部
（
５
）
「
頭
は
い
つ
も
文
字
を
拭
き
消
し
て
あ
る
黒
板
、
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
タ
ブ
ラ
ラ
サ
（
白
い
板
）
の
状
態
で
あ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
」
と
い
う

の
は
な
ぜ
か
、
本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
て
六
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
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[

問
題
そ
の
三]

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

２

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
問
七
に
答
え
よ
。

個
人
よ
り
は
「
場
」
が
優
先
す
る
と
い
う
意
味
で
、
日
本
は
ま
だ
ま
だ
母
権
的
意
識
の
強
い
社
会
で
あ
る
。

Ａ

、
自
然
科
学
の
研
究
を
し
て
い
る
学
者
で
も
、

(

１)

そ
の
研
究
を
す
る
と
き
は
、
も
ち
ろ
ん
父
権
的
意
識
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
て
も
、
学
者
た
ち
の
集
団
の
人
間
関
係
の
方
は
、
母
権
的
意
識
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

(

２)

多
い
。
こ
の
た
め
に
、
特
に
能
力
の
高
い
個
人
の
才
能
が
存
分
に
ハ
ッ
キ
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
欧
米
か
ら
、
日
本
の
学
者
は
創
造
性
が
低
い
と
非
難
さ
れ
る
要
因
に
な

①

っ
て
い
る
。
個
性
の
尊
重
と
い
う
こ
と
が
、
最
近
に
わ
か
に
強
調
さ
れ
は
じ
め
た
が
、
実
態
は
な
か
な
か
変
わ
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
男
社
会
の
母
性
的
集
団
を
支
え
る
の
が
、
女
性
の
役
割
で
あ
っ
た
の
で
、
大
変
と
言
え
ば
実
に
大
変
で
あ
っ
た
。

Ｂ

、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
「
母
」

の
絶
対
的
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
の
優
位
性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
女
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
ら
れ
て
い
た
。
男
は
家
庭
に
お
い
て
も
「
家
長
」
と
し
て
一
応
威
張
っ
て
は
い

た
が
、
彼
も
母
に
は
す
べ
て
の
点
で
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
実
際
的
権
限
は
母
に
あ
り
、
母
は
家
庭
の
な
か
の
女
性
た
ち
の
立
場
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
実
態
が
わ
か
ら
な
い
と
、
ア
メ
リ
カ
人
が
、
日
本
は
徹
底
し
た
男
性
優
位
の
国
の
よ
う
に
思
っ
た
り
す
る
誤
解
が
生
じ
て
く
る
。

日
本
の
伝
統
的
シ
ス
テ
ム
が
そ
れ
な
り
の
男
女
バ
ラ
ン
ス
を
も
っ
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
こ
れ
を
西
洋
の
父
権
意
識
に
基
づ
く
個
人
の
確
立
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、

女
性
は
ま
っ
た
く
差
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
女
性
で
「
父
の
娘
」
で
あ
る
女
性
は
、
男
性
よ
り
も
強
く
「
父
権
的
意
識
」
を
も
つ
の
で
、
そ
れ
を
社
会
の
な

(

３)

か
で
主
張
す
る
。
論
理
的
に
は
「
正
し
い
」
の
で
、
そ
れ
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
が
、
母
権
的
な
男
性
集
団
の
抵
抗
に
あ
っ
て
ツ
ブ
サ
レ
そ
う
に
な
る
。
「
正
し
い
」
こ

②

と
が
曲
げ
ら
れ
る
と
思
う
と
、
ま
す
ま
す
熱
心
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
に
従
っ
て
男
性
の
抵
抗
も
強
く
、
正
し
い
こ
と
の
通
ら
ぬ
日
本
社
会
を
嫌
に
な
っ
て
し
ま
う
。

あ
る
い
は
、
日
本
の
社
会
で
男
性
に
伍
し
て
成
功
し
て
い
く
た
め
に
、
母
権
意
識
を
あ
る
程
度
、
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。

③

父
権
の
意
識
も
母
権
の
意
識
も

四
字
熟
語

で
、
実
の
と
こ
ろ
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
問
題
は
両
立
し
難
い
両
者
を
、
一
人
の
人
間
の
な
か
に
い
か

に
両
立
さ
せ
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

両
立
し
難
い
も
の
を
ひ
と
つ
に
両
立
さ
せ
る
た
め
に
は
「
物
語
」
が
必
要
で
あ
る
。
論
理
的
整
合
性
の
あ
る
こ
と
は
、
別
に
物
語
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
記
述
す
れ

(

４)

ば
よ
い
し
、
数
学
的
記
述
が
そ
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
例
で
あ
ろ
う
。

Ｃ

、
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
説
明
し
切
る
場
合
は
、
物
語
を
必
要

と
し
な
い
。
む
し
ろ
、
敵
対
的
と
さ
え
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
近
代
は
近
代
科
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
栄
え
た
時
代
で
あ
り
、
従
っ
て
、
物
語
の
価
値
が
極
端
に
お
と
し
め

ら
れ
た
。
「×

×

神
話
」
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
し
や
か
な
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
神
話
を
信
じ
る
人
は
端
的
に
言
え
ば
、
知
能
や
知
識
の
貧
困
な
人
で
あ
る
、
と

考
え
ら
れ
た
。

父
権
的
意
識
が
強
く
な
る
と
、
自
分
の
力
に
よ
っ
て
世
界
を
操
作
し
利
用
す
る
こ
と
は
上
手
に
な
る
が
、｢

世
界
の
中
に
」
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
難
し

く
な
る
。
世
界
を
対
象
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
自
分
と
世
界
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
物
語
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
物
語
は
、
い
ろ
い
ろ
な

点
に
お
い
て
「
つ
な
ぐ
」
役
割
を
果
た
す
。
ム
ジ
ュ
ン
す
る
こ
と
も
物
語
に
よ
っ
て
、
あ
あ
そ
う
な
の
か
、
と
納
得
の
い
く
形
で
収
ま
る
。
そ
ん
な
わ
け
で
、｢

関
係
」
と

④

い
う
こ
と
を
意
識
し
た
場
合
、
科
学
も
物
語
を
必
要
と
す
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
触
れ
ず
に
お
く
。

父
権
的
意
識
の
確
立
の
過
程
を
、
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
ノ
イ
マ
ン
が
物
語
と
し
て
提
示
し
た
の
は
、
彼
が
強
い
父
権
は
母
権
の
助
け
な
し
に
は
存
続
し
な
い
と
い
う
相

(

注)

ム
ジ
ュ
ン
す
る
も
の
の
両
立
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
「
科
学
的
」
心
理
学
は
、
自
我
の
確
立
を
考
え
る
に
し
ろ
、
ノ
イ
マ
ン
の
物
語
な
ど
問
題
に
し

な
い
。
そ
の
点
は
、
と
も
か
く
と
し
て
、
ノ
イ
マ
ン
の
物
語
に
よ
る
に
し
て
も
、
こ
こ
で
、
女
性
を
中
心
と
し
て
考
え
る
と
不
備
が
残
る
こ
と
は
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
現
代
に
お
け
る
「
女
性
の
物
語
」
の
必
要
性
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
女
性
に
よ
る
女
性
の
物
語
と
し
て
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
て

く
れ
る
も
の
、
そ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
読
む
こ
と
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
前
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
相
当
に
古
い
時
代
で
は
あ
る
が
、

紫
式
部
の
置
か
れ
て
い
た
時
代
の
特
性
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
の
日
本
に
お
い
て
は
、
父
権
と
母
権
が
い
ろ
い
ろ
な
面
に
お

い
て
錯
綜
し
、
共
存
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
あ
る
種
の
女
性
、
紫
式
部
の
よ
う
な
女
性
は
経
済
的
に
も
自
立
し
て
い
た
し
、
時
代
の
潮
流
に
対
し
て
も
距
離
を
置
く
こ
と
が

⑤

で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『源
氏
物
語
』
が
現
代
に
生
き
る
者
に
対
し
て
、
貴
重
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
の
も
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
現
代
は
各
人
が
自
分
の
物
語
を
各
自
に
見
出
し
て
い
く
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
既
存
の
物
語
が
、
そ
の
上
で
役
に
立
つ
こ
と
は
十
分
に
考

、
、
、
、
、

え
ら
れ
る
。
『源
氏
物
語
』
は
そ
れ
だ
け
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
思
う
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
女
性
の
物
語
を
見
出
そ
う
と
試
み
た
女
性
の
ユ
ン
ギ
ア
ン
が
、
「個
と
し
て
の
女
性
（one-in-herself

）
」
の
重
要
性
を
強
調
す
る
の
は
、｢

関

(

注)
(

５)

係
」
を
断
つ
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
思
う
人
が
あ
る
だ
ろ
う
。
物
語
は
「
つ
な
ぐ
」
た
め
に
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
ム
ジ
ュ
ン
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し

か
し
、
西
洋
に
お
け
る
物
語
が
、
多
く
は
「
男
性
の
目
」
か
ら
見
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
登
場
す
る
女
性
は
、
男
性
と
の
関
係
に
お
い
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
決

め
ら
れ
る
も
の
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
対
等
の
男
性
と
女
性
が
互
い
に
愛
し
合
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
ラ
ブ
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う

な
点
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
女
性
の
物
語
と
し
て
「
個
と
し
て
の
女
性
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
生
じ
て
く
る
。

こ
の
際
、
そ
の
女
性
像
は
、
竜
殺
し
を
行
っ
た
男
性
の
英
雄
の
よ
う
に
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
人
で
あ
り
な
が
ら
関
係
性
を
内
包
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
別
に
男
性
と
の
関
係
に
よ
っ
て
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
存
在
自
体
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
る
が
、

必
要
な
と
き
に
、
必
要
な
相
手
と
、
仲
間
と
し
て
生
き
る
関
係
性
を
も
っ
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

（
河
合

隼
雄
、
『
父
権
と
母
権
』
よ
り
）
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[

問
題
そ
の
四]

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

（
注
）

ノ
イ
マ
ン

ユ
ン
グ
派
の
心
理
学
者
。

ユ
ン
ギ
ア
ン

ユ
ン
グ
心
理
学
の
研
究
者
の
総
称
。

問
一

傍
線
部
①
～
⑤
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
示
し
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
送
り
仮
名
を
つ
け
よ
。

①

ハ
ッ
キ

②

ツ
ブ
サ
レ

③

伍
し
て

④

ム
ジ
ュ
ン

⑤

錯
綜

問
二

Ａ

、

Ｂ

、

Ｃ

に
適
す
る
接
続
詞
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

す
な
わ
ち

イ

あ
る
い
は

ウ

し
た
が
っ
て

エ

し
か
し

オ

た
と
え
ば

問
三

四
字
熟
語

に
入
る
適
当
な
四
字
熟
語
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

大
同
小
異

イ

一
長
一
短

ウ

二
律
背
反

エ

同
工
異
曲

問
四

傍
線
部
（
１
）
「
母
権
的
意
識
」
、
傍
線
部
（
２
）
「
父
権
的
意
識
」
と
は
、
本
文
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
ぞ
れ
二
十
五
字
以
内

で
説
明
せ
よ
。

問
五

傍
線
部
（
３
）
「
父
の
娘
」
と
い
う
言
葉
は
本
文
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
。
次
の
ア
～
エ
か
ら
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

父
親
か
ら
特
に
か
わ
い
が
ら
れ
て
育
っ
た
娘
。

イ

社
会
的
に
認
め
ら
れ
、
多
く
の
男
性
の
憧
れ
の
的
と
な
っ
た
娘
。

ウ

男
た
ち
の
社
会
に
適
応
し
て
、
対
等
に
活
躍
し
、
成
功
し
て
い
る
女
性
。

エ

父
の
影
響
を
強
く
受
け
、
父
と
同
様
な
価
値
観
で
行
動
す
る
女
性
。

問
六

傍
線
部
（
４
）
「
『
物
語
』
が
必
要
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
本
文
の
語
句
を
用
い
て
三
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
七

傍
線
部
（
５
）
「
個
と
し
て
の
女
性
（one-in-herself

）
」
と
は
ど
の
よ
う
な
女
性
か
。
端
的
に
説
明
し
て
い
る
部
分
を
、
本
文
よ
り
二
十
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。
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[

問
題
そ
の
五]

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

３

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
問
五
に
答
え
よ
。

漢
字
は
も
と
も
と
中
国
語
を
表
わ
す
文
字
で
、
日
本
語
に
合
う
よ
う
に
は
出
来
て
い
な
い
の
で
、
漢
字
で
日
本
語
を
表
わ
す
際
に
、
ど
う
し
て
も
無
理
が
起
き
る
。
た
と

え
ば
、
同
じ
「
苦
」
と
い
う
漢
字
を
、
日
本
語
で
は
ク
ル
シ
イ
と
読
ん
だ
り
、
ニ
ガ
イ
と
読
ん
だ
り
す
る
。｢

重
」
と
い
う
漢
字
は
、
オ
モ
イ
と
も
読
み
、
カ
サ
ネ
ル
と
も

読
む
。
こ
れ
は
、
中
国
語
で
は
ク
と
か
チ
ョ
ン
と
か
一
つ
の
単
語
で
表
わ
さ
れ
る
も
の
が
、
日
本
語
で
は
二
つ
の
別
々
の
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
だ
。

そ
の
極
端
な
例
は
「
上
」
と
か
「
下
」
と
か
い
う
字
で
、
こ
の
訓
読
み
は
実
に
多
い
。｢

上
」
は
ウ
エ
、
ア
ガ
ル
、
ア
ゲ
ル
、
ノ
ボ
ル
、
カ
ミ
と
い
う
よ
う
に
読
む
。

「
下
」
の
方
は
さ
ら
に
多
く
、
シ
タ
、
シ
モ
、
モ
ト
、
サ
ガ
ル
、
サ
ゲ
ル
、
ク
ダ
ル
、
ク
ダ
サ
ル
、
オ
リ
ル
と
い
う
読
み
方
を
す
る
。
こ
れ
は
、
結
局
、
日
本
語
の
方
が
中

国
語
よ
り
も
、
こ
う
い
う
漢
字
に
関
し
て
は

Ａ

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
い
う
こ
と
か
ら
「
頭
」
を
ア
タ
マ
と
読
む
か
、
カ
シ
ラ
と
読
む
か
、
「
来
る
」
を
ク
ル
と
読
む
か
、
キ
タ
ル
と
読
む
か
、
頭
を
悩
ま
せ
る
の
は
始
終
で
あ
る
。
「
先

方
で
見
合
し
た
い
」
と
書
い
て
あ
る
と
、｢

Ｂ

し
た
い
」
と
読
む
の
か
、｢

Ｃ

し
た
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
か
、
正
反
対
の
意
味
に
と
れ
る
。

(

１)

そ
う
か
と
思
う
と
、
逆
に
二
つ
以
上
の
漢
字
が
日
本
語
で
は
同
じ
読
み
方
に
な
る
も
の
も
あ
る
。
主
な
例
と
し
て
、｢

オ
サ
メ
ル
」
―
―
「
国
を

①

め
る
」｢

身
を

(

２)

②

め
る
」｢

税
金
を

③

め
る
」｢

刀
を
鞘
に

④

め
る
」
。
日
本
語
で
は
オ
サ
メ
ル
と
い
う
同
じ
音
の
言
葉
で
あ
る
が
、
中
国
語
で
は
い
ち
い
ち
違
う
単

語
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
漢
字
の
方
が
多
く
な
る
。
同
じ
「
金
品
を
お
さ
め
る
」
で
も
、
金
品
が
先
方
に
入
る
時
は
「

③

め
る
」
で
、
金
品
が
当
方
に
入
る
時
は
「

④

め
る
」
と
な
る
か
ら
難
し
い
。

「
箱
を
あ
け
る
」
で
も
、
蓋
を
と
る
場
合
は
「
開
け
る
」
と
書
き
、
カ
ラ
ッ
ポ
に
す
る
場
合
に
は
「
空
け
る
」
と
書
く
。
犬
を
車
に
の
せ
る
場
合
、
ペ
ッ
ト
の
犬
を
人
間

扱
い
に
し
て
子
供
と
同
じ
よ
う
に
の
せ
る
の
は
「

⑤

せ
る
」
と
書
き
、
犬
を
オ
リ
に
入
れ
て
荷
物
扱
い
に
し
て
、
他
の
荷
物
と
同
じ
よ
う
に
の
せ
る
の
は
「

⑥

せ
る
」
と
書
く
（
武
部
良
明
『
日
本
語
表
記
法
の
課
題
』
）
。

（
金
田
一

春
彦
、
『
日
本
語
新
版
（
下
）
』
よ
り
）

問
一

Ａ

に
適
す
る
語
句
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

基
準
が
あ
い
ま
い

イ

意
味
が
あ
い
ま
い

ウ

意
味
が
詳
し
い

エ

効
率
が
い
い

オ

歴
史
が
浅
い

問
二

傍
線
部
①
～
⑥
に
入
る
漢
字
を
記
せ
。
（
同
じ
番
号
は
同
じ
漢
字
で
あ
る
）

問
三

傍
線
部
（
１
）
「
正
反
対
の
意
味
」
に
な
る
た
め
に
は
、

Ｂ

、

Ｃ

を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
読
む
の
が
よ
い
か
。
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
記
せ
。

問
四

傍
線
部
（
２
）
「
二
つ
以
上
の
漢
字
が
日
本
語
で
は
同
じ
読
み
方
に
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
語
は
何
と
言
わ
れ
る
か
。
次
の
空
欄
に
入
る
適
語
を
漢

字
四
字
で
記
せ
。語

問
五

波
線
部
「
漢
字
で
日
本
語
を
表
わ
す
際
に
、
ど
う
し
て
も
無
理
が
起
き
る
」
と
あ
る
が
、
本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
理
由
を
二
つ
記
せ
。



'20
受

験

国

語

[

解
答
用
紙]

Ⅱ
番
号

１

①

②

③

問
一

④

⑤

問
二

問
三

問
四

問
五

と
い
う
よ
さ
。

問
六

問
七

問
八

２

①

②

③

問
一

④

⑤

問
二

Ａ

Ｂ

Ｃ

問
三

問
四

問
五

問
六

問
七

３
問
一

問
二

①

②

③

④

⑤

⑥

問
三

問
四

問
五

免

シ
ョ
ウ
ビ

疎
し

蓄
積

呪
縛

ウ

取

り

込

ん

だ

刺

激

を

適

度

に

忘

却

す

る

ほ

う

が

精

神

の

バ

ラ

ン

ス

を

取

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

を

積

極

的

に

認

め

、

こ

の

考

え

方

に

変

え

て

い

く

こ

と

が

必

要

で

あ

る

と

い

う

こ

と

。

エ

心

に

新

し

い

事

柄

を

取

り

込

む

こ

と

が

で

き

る

ゆ

と

り

が

あ

る

た

め

、

自

由

で

あ

り

変

化

に

も

対

応

で

き

、

集

中

で

き

る

オ

イ

忘

却

に

よ

り

心

が

健

康

に

な

り

、

自

由

で

も

の

ご

と

に

集

中

で

き

る

よ

う

に

な

る

結

果

、

真

に

深

い

自

我

の

精

神

活

動

を

も

た

ら

す

こ

と

に

つ

な

が

る

か

ら

。

発
揮

潰
さ
れ

ご

矛
盾

さ
く
そ
う

オ

エ

イ

イ

「

世

界

の

中

に

」

関

係

あ

る

も

の

と

し

て

生

き

る

こ

と

。

自

分

の

力

に

よ

っ

て

世

界

を

操

作

し

利

用

す

る

こ

と

。

ウ

物

語

は

、

自

分

と

世

界

と

の

関

係

を

「

つ

な

ぐ

」

役

割

を

果

た

す

か

ら

。

一

人

で

あ

り

な

が

ら

関

係

性

を

内

包

し

た

存

在

ウ

治

修

納

収

乗

載

ミ
ア
イ

ミ
ア
ワ

同
訓
異
字
（
同
訓
異
義
・
異
字
同
訓
）

日
本
語
で
は
漢
字
に
訓
読
み
が
多
い
か
ら
。

日
本
語
で
は
同
訓
異
字
語
が
多
い
か
ら
。

し
て

（
１
）

（
２
）
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     次の英文を読んで， 問いに答えよ。

That human beings often continue to pour money into bad projects because they have already invested in them and cannot bring 

themselves to lose that investment is well known. Indeed the sunk-cost fallacy,  [ as called is phenomenon this ] ,  is frequently 

cited as an example of people failing to behave in the “rational” way that classical economics suggests they should.

　　Though the exact psychological underpinning of the sunk-cost fallacy is debated, it might reasonably be expected to apply only 

when the person displaying  (1) it  also made the original investment. However a study published recently in Psychological Science by 

Christopher Olivola of Carnegie Mellon University suggests this is not true.  A In making decisions, people may also take into account 

the sunk costs of others.

　　Dr Olivola was led into his investigation by a thought experiment of the sort sometimes conducted by physicists. His imaged 

experimental subject had just received, as a present from a well-intentioned aunt, a gaudy and uncomfortable jumper. He asked 

himself whether the putative subject would be more likely to wear the jumper if he also knew that his aunt had made significant 

sacrifices to buy it, and he suspected that the answer would be “yes”. 

　　Having experimented reflectively on himself, he decided to try something like it on other people. He recruited volunteers and 

posed them similar hypothetical questions, though not involving aunts.

　　In his first experiment he asked 602 people to imagine that they had obtained a front-row ticket to a basketball game but that a 

terrible storm on the day of the game meant travelling to watch  (2) it  would be cold, slow and potentially hazardous.  B Participants 

were also told that it was too late to exchange the ticket or to give it to someone else.  They were then asked to imagine either that 

they had obtained the ticket for themselves or that a friend had obtained it, but because of an unexpected work-related trip could not 

attend and had therefore given it to them. They were also asked to imagine either that they or their friend had obtained the ticket 

free, or had paid $200 for it. Armed with all this information they were then asked whether they would go to see the game live or stay 

at home and watch it on television.

　　As sunk-cost theory predicts, those told they had paid for the ticket themselves opted to attend the match, rather than watch it 

on TV, more often than those told they had obtained it free. Intriguingly, though, this was also true of those told they had been given 

the ticket, if they were told as well that the ticket had originally cost money rather than being a freebie. Moreover, similar results 

obtained in other experiments Dr Olivola conducted, involving imaginary tennis-club memberships, movie-watching and chocolate 

cake. 

　　A possible explanation for these results, and also for Dr Olivola’s own intuitive response to the aunt problem, is that social 

signalling is involved. In all cases the gift was supposed to have come from a close social connection (either a friend or a relative), 

so part of the act of using it was to show appreciation for  (3) its  receipt. The costlier the gift, the more appreciation a donor might 

expect to be demonstrated, which was consistent with what he found.

　　To double-check the role of social connection, however, he decided to conduct one final round of experiments. In these the 

putative gift was supposed to have come not from a bosom buddy but rather from a casual acquaintance or a stranger. To his surprise, 

the effect was often stronger with these people than  (4) it  was with friends and relatives.

　　What is going on here is obscure. Perhaps exaggerated gratitude towards acquaintances and strangers is a way of turning them 

into friends. All told, however, Dr Olivola believes he has demonstrated that the sunk-cost phenomenon shapes human behaviour 

much more broadly than was previously thought. Yet more evidence, then, that Homo sapiens and Homo economicus are different 

species.

 注 sunk(-)cost： 埋没費用，回収不能原価  fallacy： 誤った考え，誤信  underpinning： basis 

 thought experiment： 思考実験   gaudy： 派手な    putative： supposed 

 reflectively： thinking carefully and deeply intriguingly： interestingly  freebie： something that is given free

 bosom buddy： very close friend  Homo economicus： 経済人〔経済的合理性のみに基づいて行動する利己主義な人間像〕 

英 語［ 問題その１］

解答はすべて解答用紙に記入せよ。

1

 （’20 －Ⅱ）

  Republished with permission of The Economist, from Another's wasted investment is as distubing as one's own, 2018; 
    permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc. 



１　[　　] 内の下線を施した語を並べかえて英文を完成せよ。

２　下線部 A を和訳せよ。

３　下線部 B を和訳せよ。

４　下線部 (1) ～ (4) の代名詞が指すものを， ア～サから選び， 記号で答えよ。

 ア　a basketball game イ　a front-row ticket  ウ　a terrible storm  エ　a close social connection

 オ　his first experiment カ　social signalling  キ　the effect   ク　the gift

 ケ　the sunk-cost fallacy コ　the role of social connection  サ　the exact psychological underpinning

５　本文の内容と合っているものを， ア～ケから４つ選び， 記号で答えよ。

 ア　In making decisions, people carefully consider all the sunk costs.

 イ　In the first experiment, participants were asked about gifts from their relatives.

 ウ　People are bound to fail to terminate bad investments, losing more money.

 エ　The first experiment’s results showed that free tickets were more likely to be wasted.

 オ　Dr Olivola thought that the source of the gift was a relevant factor in the first experiment’s results.

 カ　Dr Olivola designed the first experiment based on his imaginary experiment.

 キ　The results of the second set of experiments were contrary to what Dr Olivola had expected.

 ク　Dr Olivola doubted that the putative subject would be more likely to wear the jumper from their aunt.

 ケ　Only those making the initial investment are subject to the sunk-cost fallacy.

     次の各文の (  ) 内に入れるべき語句を， ア～エから選び， 記号で答えよ。

１　　(   ) you get your work done, it doesn’t matter how you spend your time at work.

 ア　As long as イ　As though ウ　Even if  エ　In case

２　　Just (   ) her do what she wants.

 ア　force  イ　get  ウ　let   エ　permit

３　　The elevator in this building is out of (   ) .

 ア　business  イ　practice  ウ　service  エ　work

４　　If she had done her best, she would’ve (   ) the exam.

 ア　be passed  イ　been passed ウ　pass  エ　passed

５　　We’re looking forward (   ) you next week.

 ア　see  イ　seeing  ウ　to see  エ　to seeing

６　　Jim runs (   ) than any other student in his class.

 ア　fast  イ　faster  ウ　fastest  エ　very fast

７　　(   ) badminton is hard, but fun.

 ア　Having played イ　Play  ウ　To have played エ　To play

８　　I’ve grown (   ) his tendency to talk about the same thing again and again.

 ア　clever at  イ　full of  ウ　quick at  エ　weary of

９　　He thinks he is a genius, (   ) he is not in any way.

　 ア　that  イ　what  ウ　which  エ　who

英 語［ 問題その２］

解答はすべて解答用紙に記入せよ。

 （’20 －Ⅱ）

２



英 語［ 問題その３］

解答はすべて解答用紙に記入せよ。

     次の各文の (  ) 内に入る前置詞を， ア～タから選び， 記号で答えよ。

１　　Turn (   ) the corner, and you will find the post office.

２　　What grape is this wine made (   ) ?

３　　I may or may not be able to come home, depending (   ) the circumstances.

４　　Nathan is seeing a doctor the day (   ) tomorrow.

５　　Speaking (   ) the plan, I don’t think it’s a good idea.

６　　According (   ) him, today’s meeting has been canceled.

７　　You have to tackle problems one (   ) one.

８　　I purchased this purse (   ) my mother as a souvenir.

９　　We were lost (   ) the woods. 

 ア　after イ　against ウ　around エ　as  オ　before カ　between キ　by  ク　for 

 ケ　from コ　in  サ　of  シ　on  ス　onto セ　than ソ　to  タ　with 

     次の各組の二文がほぼ同じ意味を表すように， (  ) 内に適当な語を入れよ。

１　　Because I had lost my wallet, I couldn’t buy anything.

　　　(   ) (   ) my wallet, I couldn’t buy anything.

２　　Everyone has the freedom to speak for themselves.

　　　Everyone (   ) (   ) to speak for themselves.

３　　You are not allowed to smoke in this area.

　　　(   ) (   ) not allowed in this area.

     日本文の意味を表すように， (  ) 内の下線を施した語句を並べかえて英文を完成せよ。

１　　彼らはその計画を実施するのは困難だと考えた。

　　　( considered difficult execute it plan the they to ) .

２　　ニックは彼女をまるで自分の母親であるかのように扱った。

　　　( as her his if mother Nick she treated was ) .

３　　彼に何かよくないことが起こったに違いない。

　　　( happened have him must something to wrong ) .

４　　私の新しいカバンはあなたのカバンの半分の値段しかかからなかった。

　　　( as as cost half much my new bag yours ) .

５　　先生はケンのことを優秀な生徒だと思っている。

　　　( an as excellent Ken of student the teacher thinks ) .

 （’20 －Ⅱ）
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５

４



英 語［解答用紙］

1

   受    験 

   番    号 

 ’20

    Ⅱ

２

３

５

４

１

２

３

４ ５

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

２ ３

１

２

３

４

５

１

(1) (2) (3) (4)

                     

                  
    

                       
                    

                 



４ 

英 語［解答用紙］

1

   受    験 

   番    号 

 ’20

    Ⅱ

２

３

５

４

１

２

３

５

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

２ ３

１

２

３

４

５

１

(1) (2) (3) (4)

解答例

  

  

  

ケ クア キ エ オ カ キ

ア ウ ウ エ エ イ エ エ ウ

ウ ケ シ ア サ ソ キ ク コ

Having lost is free Smoking is

       as  this  phenomenon  is  called

     決定を下す際に，人は他者の埋没費用も考慮に入れて

     いるかもしれない（のだ）。

     参加者は，チケットを交換したり，誰か他の人に譲渡

     するには手後れであることも伝えられた。

      They  considered  it  difficult  to  execute  the  plan.

      Nick  treated  her  as  if  she  was  his  mother.

      Something  wrong  must  have  happened  to  him.

      My  new  bag  cost  half  as  much  as  yours.

      The  teacher  thinks  of  Ken  as  an excellent  student.


