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次
の
資
料
を
見
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

資
料
の
中
で
気
づ
い
た
こ
と
や
気
に
な
っ
た
こ
と
を
メ
モ
し
ま
し
ょ
う
。（
箇か

条じ
ょ
う

書
き
で

よ
い
。）

1

（日本政府観光局「年別　訪日外客数　出国日本人数の
推移」による）
＊数値は千の位を四捨五入しています。

訪日外客者数と出国日本人数の推移

訪日外客者数
（日本を訪れた外国人の数）
出国日本人数
（海外に出国した日本人の数）
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７
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９
万
人

⑵　

⑴
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
、
考
え
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

efefefefeffefefefefefefe

fefefefeffefefefefefefef

c
f

e
f

e
f

e
f

e
f

e
f

e
f

e
f

e
f

e
f

e
f

e
f

e
f

e
f

e
f

e
f

e
f

e
d

a
e

f
e

f
e

f
e

f
e

f
e

f
e

f
e

f
e

f
e

f
e

f
e

f
e

f
e

f
e

f
e

f
e

f
b

◆
作
文
を
書
く
と
き
の
注
意

　

資
料
を
見
て
意
見
を
書
く
作
文
の
場
合
、
次
の
点
に
注
意
し
て
書
き
ま
す
。

①　

資
料
の
中
で
特と

く

徴ち
ょ
う

的て
き

な
項こ

う

目も
く

を
探
す
。

　

数
値
が
ほ
か
と
極き

ょ
く

端た
ん

に
違ち

が

う
項
目
や
意
外
な
項
目
を
取
り
上
げ
る
と
、
書
き
や
す

い
で
し
ょ
う
。

②　

書
く
こ
と
を
決
め
、
文
章
の
構
成
を
考
え
る
。

　

設
問
で
段
落
ご
と
に
書
く
内
容
が
指
示
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
れ
に
従
い
ま
す
。

特
に
指
示
の
な
い
場
合
は
「
起/

承/

転/

結
」
型
か
「
序
論/

本
論/

結
論
」
型

で
書
く
と
、
わ
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

③　

原げ
ん

稿こ
う

用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
従
っ
て
書
く
。

④　

作
文
を
推す

い

敲こ
う

す
る
。

　

主
語
と
述
語
が
整
っ
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
か
、
誤
字
は
な
い
か
な
ど
、
書
い
た

あ
と
に
は
読
み
返
す
習
慣
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

ねらい

15

作
文
⑴

資
料
を
参
考
に
自
分
の
意
見
を
書
く
。

作
文
の
推す
い

敲こ
う

・
原げ
ん

稿こ
う

用
紙
の
使
い
方
。

作
文
▼

　
　
▼

例

題
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次
の
資
料
は
、
中
学
一
年
生
の
あ
る
学
級
で
放
課
後
の
主
な
過
ご
し
方
に
つ
い
て
調
査
を

行
っ
た
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
こ
の
資
料
を
見
て
、
あ
と
の
〔
条
件
〕
に
し
た
が
っ

て
作
文
を
書
き
な
さ
い
。

〔
条
件
〕

①　

二
十
三
行
以
上
二
十
六
行
以
内
で
書
く
こ
と
。

②　

二
段
落
構
成
と
し
、
第
一
段
落
に
は
資
料
を
見
て
気
づ
い
た
こ
と
や
わ
か
っ
た
こ
と
を

書
き
、
第
二
段
落
に
は
第
一
段
落
の
内
容
を
も
と
に
資
料
を
見
て
考
え
た
こ
と
や
思
っ
た

こ
と
な
ど
を
書
く
こ
と
。

③　

題
名
は
書
か
ず
に
、
一
行
目
か
ら
本
文
を
書
く
こ
と
。

④　

数
値
を
書
く
と
き
は
、
次
の
例
に
な
ら
っ
て
書
く
こ
と
。　

例　

30
％　

77
・
4
％

1
（質問）
1 　あなたは放課後を主にどのように過ごしていますか？
2 　 1 で答えた放課後の過ごし方に、満足していますか？
3 　あなたは放課後をどのように過ごしたいと思っていま
すか？

（アンケート結果）
1 　部活動……………77.4％　　塾

じゅく

や習い事……18.2％
自宅で過ごす…… 2.3％　　友達と遊ぶ…… 1.2％
その他…………… 0.9％

2 　満足している……………58％
満足していない…………30％
どちらともいえない……12％

3 　部活動……………48.3％　　塾や習い事……13.8％
自宅で過ごす……10.8％　　友達と遊ぶ……25.4％
その他…………… 1.7％

　
〈
作
文
を
書
く
前
に
、
次
の
点
を
メ
モ
に
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。（
箇か

条じ
ょ
う

書
き
で
よ
い
。）〉

⑴　

資
料
を
見
て
、
気
づ
い
た
こ
と
や
わ
か
っ
た
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
。

　

⑵　

資
料
を
見
て
、
考
え
た
こ
と
や
思
っ
た
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
。

　

⑶　

放
課
後
の
過
ご
し
方
に
つ
い
て
、
ど
う
思
う
か
。

　

習

問

題

練

１
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漢
字
の
読
み
書
き
15

力
を
尽
く
す
。 

幼
稚
な
行
動
を
と
る
。 

エ
キ
タ
イ
を
こ
ぼ
す
。

扇
を
広
げ
る
。 

大
き
く
跳
躍
す
る
。 

何
度
も
道
を
オ
ウ
フ
ク
す
る
。

鮮
魚
を
調
理
す
る
。 

特
徴
を
調
べ
る
。 

議
案
を
カ
ケ
ツ
す
る
。

残
念
な
結
果
に
脱
力
す
る
。 

活か
っ

況き
ょ
う

を
呈
す
る
。 

車
が
カ
イ
チ
ョ
ウ
に
進
む
。

淡
水
に
す
む
魚
。 

途
中
で
あ
き
ら
め
る
。 

貧ひ
ん

富ぷ

の
カ
ク
サ
が
あ
る
。

26行 23行
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次
の
グ
ラ
フ
は
、
中
学
生
を
対
象
に
行
っ
た
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依い

存そ
ん

傾け
い

向こ
う

」
に
つ
い
て

の
調
査
結
果
を
示
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
見
て
、
あ
と
の
〔
条
件
〕
に
し
た
が
っ
て
作
文

を
書
き
な
さ
い
。

　
〔
条
件
〕

①　

三
十
行
以
上
三
十
四
行
以
内
で
書
く
こ
と
。

②　

二
段
落
で
構
成
す
る
こ
と
。

③　

第
一
段
落
に
は
、
グ
ラ
フ
を
見
て
気
づ
い
た
こ
と
を
書
く
こ
と
。

④　

第
二
段
落
に
は
、
第
一
段
落
を
ふ
ま
え
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
い

く
べ
き
か
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
書
く
こ
と
。

⑤　

数
値
を
書
く
と
き
は
、
次
の
例
に
な
ら
っ
て
書
く
こ
と
。

　

例　

44
・
6
％

⑥　

題
名
は
書
か
ず
に
、
一
行
目
か
ら
本
文
を
書
く
こ
と
。

1

（平成28年　総務省「インターネット利用状況と依
存傾向に関する調査」による）

じょうきょう

インターネット依存傾向
インターネットの使用についての20の項目につい
てのアンケート結果を点数化し，依存傾向「高」，
依存傾向「中」，依存傾向「低」に分類した。
※ソーシャルメディア…LINE，Twitterなどを指す。

【
学
年
の
割
合（
％
）】

依
存
傾
向
「
高
」

依
存
傾
向
「
中
」

依
存
傾
向
「
低
」

中
学
１
年

6.4

44.6

49.0

中
学
２
年

5.5

50.8

43.8

【
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
・
非
利
用
の
割
合（
％
）】

利
用

7.1

56.3

36.6

非
利
用

1.5

27.8

70.7

中
学
３
年

5.1

51.0

43.9

　
〈
作
文
を
書
く
前
に
、
次
の
点
を
メ
モ
に
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。（
箇か

条じ
ょ
う

書
き
で
よ
い
。）〉

⑴　

グ
ラ
フ
を
見
て
、
気
づ
い
た
こ
と
や
わ
か
っ
た
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
。

　

⑵　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
か
。

　

⑶　

⑵
の
よ
う
に
考
え
た
の
は
な
ぜ
か
。

　

習

問

題

練

２
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◆
作
文
の
推す

い

敲こ
う

1　

主
題
（
言
い
た
い
こ
と
）
が
十
分
に
書
け
て
い
る
か
。

2　

読
み
手
に
わ
か
り
や
す
い
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
。
文
と
文
、
段
落
と
段
落
の
つ

な
が
り
は
適
切
か
。

3　

言
葉
遣づ

か

い
は
間ま

違ち
が

っ
て
い
な
い
か
。
文
体
（
常
体
「
だ
・
で
あ
る
」
か
敬
体
「
で

す
・
ま
す
」
か
）
は
統
一
さ
れ
て
い
る
か
。

4　

文
法
的
に
お
か
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
か
。

　

※
特
に
、
主
語
・
述
語
の
関
係
、
副
詞
の
呼
応
な
ど
に
注
意
す
る
。

5　

漢
字
や
か
な
づ
か
い
、
送
り
が
な
の
誤
り
は
な
い
か
。
脱だ

つ

字じ

は
な
い
か
。
句
読
点

や
符
号
の
使
い
方
は
適
切
か
。

6　

原げ
ん

稿こ
う

用
紙
の
使
い
方
は
適
切
か
。

◆
原
稿
用
紙
の
使
い
方

①　

本
文
の
書
き
出
し
…
一
字
分
空
け
て
書
き
出
し
ま
す
。

②　

段
落
・
改
行
…
段
落
が
変
わ
る
と
き
は
改
行
し
、
本
文
の
書
き
出
し
と
同
じ
よ
う

に
一
字
分
空
け
て
書
き
出
し
ま
す
。

③　

会
話
・
引
用
…
会
話
文
は
、
ふ
つ
う
「　

」
で
く
く
り
、
行
を
改
め
て
書
き
出
し

ま
す
。
な
お
、
会
話
の
最
後
の
句
点
（
。）
と
か
ぎ
（
」）
は
、
一
マ
ス
に
入
れ
て
も

か
ま
い
ま
せ
ん
。

④　

句
読
点
・
符
号
…
句
点（
。）・
読
点（
、）や
、「　

」『　

』（　

）〈　

〉や
？
・
！

な
ど
は
、原
則
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
字
分
使
い
ま
す
。
た
だ
し
、　
　

や
…
…
は
、ふ

つ
う
二
字
分
使
い
ま
す
。
句
読
点
や
、
」　

）な
ど
が
行
の
初
め
に
く
る
場
合
に
は
、

前
の
行
の
最
後
の
マ
ス
に
文
字
と
一い

っ

緒し
ょ

に
入
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

次
の
作
文
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

こ
の
作
文
を
推す

い

敲こ
う

し
た
と
こ
ろ
、
い
く
つ
か
の
直
す
べ
き
点
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

①　

こ
の
作
文
で
一
箇か

所し
ょ

だ
け
敬
体
に
な
っ
て
い
る
部
分
を
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

②　

―
―
線
の
主
語
・
述
語
が
対
応
す
る
よ
う
に
直
し
な
さ
い
。

・
わ
た
し

い
つ
も
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
「
誠
実
」
で
あ
る
こ
と
だ
。

③　

漢
字
と
送
り
が
な
の
誤
り
を
一
つ
ず
つ
探
し
、
正
し
く
書
き
直
し
な
さ
い
。

 
/

・

/

⑵　

こ
の
作
文
に
は
、
原
稿
用
紙
の
使
い
方
が
適
切
で
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
⑴
①
〜
③

の
点
と
合
わ
せ
て
、
作
文
を
正
し
く
書
き
直
し
な
さ
い
。

1　

わ
た
し
は
い
つ
も
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
「
誠
実

」
で
あ
る
こ
と
だ　
。　
ど
ん
な
と
き
も
誠
実
で
あ
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

誠
実
で
あ
る
こ
と
は
人
と
し
て
対
切
な
こ
と
だ
と
考

る
か
ら
だ
。
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作
文

作
文
の
推す

い

敲こ
う

・
原げ

ん

稿こ
う

用
紙
の
使
い
方
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125

次
の
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
古
文
〕

　

今
は
昔
、
竹た

け

取と
り

の
翁お

き
な

と
い
ふ
者
あ
り
け
り
。
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ
ろ
づ

の
こ
と
に
使
ひ
け
り
。
名
を
ば
、
讃さ

ぬ
き岐

の
造み

や
つ
こ

と
な
む
い
ひ
け
る
。
そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光

る
竹
な
む
一ひ

と

筋す
ぢ

あ
り
け
る
。
あ
や
し
が
り
て
、
寄
り
て
見
る
に
、
筒つ

つ

の
中
光
り
た
り
。
そ
れ

を
見
れ
ば
、
三さ

ん

寸ず
ん

ば
か
り
な
る
人
、
い
と
う
つ
く
し
う
て

　

ゐ
た
り
。

〔
現
代
語
訳
〕

　

今
で
は
も
う
昔
の
こ
と
だ
が
、
竹
取
の
翁
と
よ
ば
れ
る
人
が
い
た
。
野
や
山
に
分
け
入
っ

て
竹
を
取
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
物
を
作
る
の
に
使
っ
て
い
た
。
名
前
を
讃
岐
の
造
と
い
っ

た
。（
あ
る
日
の
こ
と
、）
そ
の
竹
林
の
中
に
、
根
元
の
光
る
竹
が
一
本
あ
っ
た
。
不
思
議
に

思
っ
て
、
近
寄
っ
て
見
る
と
、
筒
の
中
が
光
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
背せ

丈た
け

三
寸
ほ
ど

の
人
が
、
ま
こ
と
に
か
わ
い
ら
し
い
様
子
で
座す

わ

っ
て
い
た
。 

（『
竹
取
物
語
』）

＊
1　

翁
=
お
じ
い
さ
ん
。

＊
2　

三
寸
=
一
寸
は
約
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

問
一　
〈
か
な
づ
か
い
〉　　
　

線
㋐
「
い
ふ
」、
㋑
「
ゐ
た
り
」
を
そ
れ
ぞ
れ
現
代
か
な
づ
か

い
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

 

㋐
　

　

㋑
　

問
二　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
①
「
あ
や
し
が
り
て
」、
②
「
い
と
う
つ
く
し
う
て
」
の
意
味

に
あ
た
る
部
分
を
、
現
代
語
訳
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

①
　

 

②
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◎
古
文
の
読
み
方

　

古
文
に
は
、
歴
史
的
か
な
づ
か
い
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
古
語
独
特
の
言

い
回
し
も
あ
り
ま
す
。
語
句
の
切
れ
目
も
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
音
読
を
繰く

り
返
し
、

古
文
の
表
現
に
慣
れ
ま
し
ょ
う
。

◆
歴
史
的
か
な
づ
か
い
の
き
ま
り

⑴　

原
則
と
し
て
、
語
頭
以
外
の
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
は
「
わ
・
い
・
う
・
え
・

お
」
と
読
む
。

・
か
は/

か
わ
（
川
）　　

・
あ
ひ
だ/

あ
い
だ
（
間
）

・
あ
ふ/

あ
う
（
会
う
）　　

・
う
へ/

う
え
（
上
）　　

・
か
ほ/

か
お
（
顔
）

〈
注
：
た
だ
し
、
複
合
語
の
場
合
は
除の

ぞ

く
。　

あ
さ
＋
ひ
（
朝
日
）=
あ
さ
ひ
〉

⑵　
「
ゐ
・
ゑ
・
を
」
は
、「
い
・
え
・
お
」
と
読
む
。

・
ゐ
る/

い
る　
　

・
こ
ゑ
（
声
）/

こ
え　
　

・
を
か
し/

お
か
し

⑶　
「
く
わ
・
ぐ
わ
」
は
、「
か
・
が
」
と
読
む
。

・
く
わ
し/

か
し
（
菓
子
）　　

・
き
ぐ
わ
ん/

き
が
ん
（
祈
願
）

◆
古
語
・
現
代
語
訳

　

古
文
を
読
み
解
く
に
は
、
古
語
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
古
語
と
現

代
語
訳
を
対
照
し
て
意
味
を
と
ら
え
ま
し
ょ
う
。
古
語
に
は
、
今
で
は
使
わ
れ
な
い
言

葉
や
、
現
代
語
と
形
が
似
て
い
て
意
味
の
異
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・
あ
は
れ
=
し
み
じ
み
と
心
を
動
か
さ
れ
る
。　
　

・
の
の
し
る
=
騒さ

わ

ぐ
。

・
あ
り
が
た
し
=
め
っ
た
に
な
い
。
尊
い
。　
　

・
や
が
て
=
す
ぐ
に
。

・
く
ち
を
し
=
も
の
足
り
な
い
。　
　

・
か
な
し
=
い
と
し
い
、
か
わ
い
い
。

・
を
か
し
=
風
情
が
あ
る
。
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古
文
⑴

か
な
づ
か
い
の
き
ま
り
を
知
り
、
古
語
の
意
味
を
押お

さ
え
る
。

品
詞
分
類

読
解
▼

文
法
▼
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次
の
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
古
文
〕

　

五
月
ば
か
り
な
ど
に
山
里
に
あ
り
く
い
と
を
か
し
。
草
葉
も
水
も
い
と
青
く
み
え
わ
た
り

た
る
に
、
う
へ
は
つ
れ
な
く
て
草
生お

ひ
茂し

げ

り
た
る
を
、
な
が
な
が
と
た
だ
ざ
ま
に
行
け
ば
、

し
た
は
え
な
ら
ざ
り
け
る
水
の
、
深
く
は
あ
ら
ね
ど
、
人
な
ど
の
あ
ゆ
む
に
走
り
あ
が
り
た

る
、
い
と
を
か
し
。

　

ひ
だ
り
み
ぎ
に
あ
る
垣か

き

に
あ
る
も
の
の
枝
な
ど
の
車
の
屋や

形か
た

な
ど
に
さ
し
入
る
を
い
そ
ぎ

て
と
ら
へ
て
折
ら
む
と
す
る
ほ
ど
に
、
ふ
と
す
ぎ
て
は
ず
れ
た
る
こ
そ
、
い
と
く
ち
を
し
け

れ
。

　

蓬よ
も
ぎ

の
車
に
お
し
ひ
し
が
れ
た
り
け
る
が
、
輪
の
ま
は
り
た
る
に
、
近
う
う
ち
か
か
り
た
る

も
を
か
し
。

〔
現
代
語
訳
〕

　
（
陰い

ん

暦れ
き

）
五
月
ご
ろ
な
ど
に
山
里
を
（
牛ぎ

っ

車し
ゃ

に
乗
っ
て
）
歩
き
ま
わ
る
の
は
、
と
て
も
趣お

も
む
き

が

あ
る
。
草
の
葉
も
水
（
の
色
）
も
、
ま
こ
と
に
青
々
と
続
い
て
見
え
る
が
、
上
は
何
と
い
う

こ
と
も
な
く
草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
そ
の
ま
ま
ど
こ
ま
で
も
一
直
線
に
進
ん
で

行
く
と
、（
そ
の
草
の
）下
は
な
ん
と
も
言
え
ぬ（
美
し
い
）水
が
、
深
く
は
な
い
が
、（
た
ま
っ

て
い
て
、
従
者
の
）男
な
ど
が
歩
く
と
し
ぶ
き
が
あ
が
る
の
は
、
実
に
気
持
ち
が
よ
い
。

　
（
そ
う
し
た
と
こ
ろ
を
過
ぎ
て
道
の
）
左
右
両
側
に
あ
る
（
民
家
の
）
生い

け

垣が
き

に
あ
る
木
の
枝

な
ど
が
、（
自
分
の
乗
っ
て
い
る
）
車
の
屋
形
な
ど
に
（
ひ
っ
か
か
っ
て
）
入
っ
て
く
る
の
を
、

急
い
で
つ
か
ま
え
て
折
り
取
ろ
う
と
す
る
う
ち
に
、
す
う
っ
と
車
が
通
り
過
ぎ
て
、
は
ず
れ

て
し
ま
っ
た
の
は
、
ま
っ
た
く

。

　

蓬
の
、
車
に
押お

し
つ
ぶ
さ
れ
た
の
が
、
車
輪
の
回
転
す
る
に
つ
れ
て
、
つ
い
そ
ば
ま
で（
よ

い
香か

お

り
を
漂た

だ
よ

わ
せ
な
が
ら
）
や
っ
て
く
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。

 

（
清せ
い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

『
枕ま
く
ら
の

草そ
う

子し

』）

＊　

屋
形
=
舟
や
牛
車
な
ど
の
上
に
設
け
る
、
家
の
形
を
し
た
覆お
お

い
。
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①
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③

④

⑤

問
一　
〈
か
な
づ
か
い
〉　　
　

線
㋐
「
を
か
し
」、
㋑
「
と
ら
へ
て
」
を
そ
れ
ぞ
れ
現
代
か
な

づ
か
い
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

 

㋐
　

　

㋑
　

問
二　
〈
古
典
常
識
〉　　
　

線
①
「
五
月
」
の
異
名
（
別
名
）
を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

如き
さ
ら
ぎ月　

　

イ　

皐さ
つ
き月

ウ　

文ふ
み
づ
き月　

　

エ　

霜し
も
つ
き月 

問
三　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
②
「
つ
れ
な
く
て
」
に
あ
た
る
言
葉
を
現
代
語
訳
の
中
か
ら

書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

問
四　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
③「
く
ち
を
し
け
れ
」の
現
代
語
訳
に
あ
た
る

に
あ
て

は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

言
い
づ
ら
い
も
の
だ　
　

イ　

残
念
な
も
の
だ

ウ　

楽
し
い
も
の
だ　
　
　
　

エ　

恐お
そ

ろ
し
い
も
の
だ 

問
五　
〈
文
脈
〉　　
　

線
④
「
う
ち
か
か
り
た
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
が
う
ち
か
か
る
の

で
す
か
。
古
文
の
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

問
六　
〈
古
語
〉　　
　

線
⑤
「
深
く
は
な
い
が
」
に
あ
た
る
言
葉
を
古
文
の
中
か
ら
書
き
抜

き
な
さ
い
。

 
問
七　
〈
内
容
理
解
〉　

筆
者
は
山
里
で
の
体
験
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
か
。
筆
者
の

心
情
を
表
し
て
い
る
言
葉
を
古
文
の
中
か
ら
三
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。
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漢
字
の
読
み
書
き
21

次
の
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
古
文
〕

　

雪
の
い
と
高
う
は
あ
ら
で
、
う
す
ら
か
に
降
り
た
る
な
ど
は
、
い
と
こ
そ
を
か
し
け
れ
。

　

ま
た
、
雪
の
い
と
高
う
降
り
つ
も
り
た
る
夕
暮
れ
よ
り
、
端は

し

近
う
、
お
な
じ
心
な
る
人
二

三
人
ば
か
り
、
火ひ

桶を
け

を
な
か
に
す
ゑ
て
物
語
な
ど
す
る
ほ
ど
に
、
暗
う
な
り
ぬ
れ
ど
こ
な
た

に
は
火
も
と
も
さ
ぬ
に
、
お
ほ
か
た
の
雪
の
光
い
と
白
う
見
え
た
る
に
、
火ひ

箸ば
し

し
て
灰
な
ど

か
き
す
さ
み
て
、
あ
は
れ
な
る
も
を
か
し
き
も
い
ひ
あ
は
せ
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。

〔
現
代
語
訳
〕

　

雪
が
そ
う
高
く
は
積
も
っ
て
い
な
い
で
、
う
っ
す
ら
と
降
っ
た
の
な
ど
は
、
非
常
に
趣お

も
む
き

深

い
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
雪
が
非
常
に
高
く
積
も
っ
た
夕
方
か
ら
、
家
の
上
が
り
口
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
よ

く
気
の
合
う
女に

ょ
う

房ぼ
う

二
、
三
人
ほ
ど
と
火ひ

鉢ば
ち

を
中
に
置
い
て
い
ろ
い
ろ
と
話
な
ど
を
し
て
い
る

う
ち
に
、
暗
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
部
屋
の
ほ
う
に
は
灯と

う

火か

も
つ
け
な
い
で
い
る
が
、

外
一
面
に
積
も
っ
て
い
る
雪
の
光
が
た
い
そ
う
白
く
反
射
し
て
い
る
の
で
（
そ
れ
に
明
る
さ

を
感
じ
、
雪
景
色
を
な
が
め
つ
つ
）、
火
箸
で
灰
な
ど
を
か
き
ま
わ
し
、
も
て
あ
そ
び
な
が
ら
、

話
に
し
て
も
、
愉ゆ

快か
い

な
話
に
し
て
も
、
互た

が

い
に
話
し
合
っ
た
り
す
る
の
は
、
実
に
お

も
し
ろ
い
も
の
で
あ
る
。

 

（
清せ
い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

『
枕ま
く
ら
の

草そ
う

子し

』）

問
一　
〈
か
な
づ
か
い
〉　　
　

線
㋐
「
す
ゑ
て
」、
㋑
「
お
ほ
か
た
」
を
そ
れ
ぞ
れ
現
代
か
な

づ
か
い
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。
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㋐
　

　

㋑
　

問
二　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
①
「
い
と
」
に
あ
た
る
言
葉
を
現
代
語
訳
の
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

問
三　
〈
内
容
理
解
〉　　
　

線
②
「
を
か
し
け
れ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
な

情
景
を
趣
深
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
現
代
語
訳
を
参
考
に
答
え
な
さ
い
。

  

ポ
イ
ン
ト　

直
前
の
部
分
で
ど
の
よ
う
な
情
景
が
描え
が

か
れ
て
い
る
か
を
と
ら
え
ま
す
。

問
四　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
③
「
お
な
じ
心
な
る
人
」
に
あ
た
る
部
分
を
現
代
語
訳
の
中

か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

問
五　
〈
現
代
語
訳
〉　

に
あ
て
は
ま
る
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の

う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

つ
ま
ら
な
く
て
退た

い

屈く
つ

す
る
よ
う
な

イ　

残ざ
ん

酷こ
く

で
聞
く
に
た
え
な
い
よ
う
な

ウ　

ば
か
げ
て
い
て
腹
立
た
し
い
よ
う
な

エ　

し
み
じ
み
と
心
を
動
か
さ
れ
る
よ
う
な 

 

ポ
イ
ン
ト　
「
あ
は
れ
な
る
」
に
あ
た
る
部
分
で
す
。「
あ
は
れ
な
り
」
は
、
現
代
の
言
葉
と
は
違ち
が

う

意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

江
戸
の
文
化
を
知
る
。 

脂
が
乗
る
。 

学
業
を
オ
サ
め
る
。

近
郊
の
町
に
住
む
。 

紫
外
線
を
避さ

け
る
。 

部
屋
を
カ
す
。

お
香
を
た
く
。 

慈
愛
の
心
を
も
つ
。 

シ
ョ
ク
イ
ン
室
に
入
る
。

豪
快
に
笑
う
。 

指
揮
を
執
る
。 

セ
イ
ジ
家
に
な
る
。

予
算
を
削
減
す
る
。 

情
け
容
赦
が
な
い
。 

機
械
を
セ
ッ
チ
す
る
。

５５
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次
の
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
古
文
〕

　

雪
の
お
も
し
ろ
う
ふ
り
た
り
し
朝あ

し
た

、
人
の
が
り
い
ふ
べ
き
事
あ
り
て
文ふ

み

を
や
る
と
て
、
雪

の
こ
と
な
に
と
も
い
は
ざ
り
し
返
り
ご
と
に
、「
こ
の
雪
い
か
が
見
る
と
、
一
筆
の
た
ま
は
せ

ぬ
ほ
ど
の
ひ
が
ひ
が
し
か
ら
ん
人
の
お
ほ
せ
ら
る
る
事
、
き
き
い
る
べ
き
か
は
。
返
す
が
へ 

す
　

口く
ち

惜を

し
き
御お

心こ
こ
ろ

な
り
。」
と
い
ひ
た
り
し
こ
そ
を
か
し
か
り
し
か
。
今
は
な
き
人
な
れ
ば
、

か
ば
か
り
の
こ
と
も
忘
れ
が
た
し
。

〔
現
代
語
訳
〕

　

雪
が

Ａ

降
り
積
も
っ
た
朝あ
さ

の
こ
と
、
あ
る
人
の
も
と
へ
言
っ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
用

事
が
あ
っ
て
、

Ｂ

を
や
っ
た
際
、
雪
の
こ
と
を
何
と
も
書
い
て
や
ら
な
か
っ
た
、
そ
の

返
事
に
、「
こ
の
雪
景
色
を
ど
う
見
る
か
と
も
、
一
筆
も
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
よ
う
な
、
無
風
流

な
方
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
、
ど
う
し
て
承
知
で
き
ま
し
ょ
う
。
ほ
ん
と
う
に
、
情
け
な
い

お
心
で
す
。」と
言
っ
て
よ
こ
し
た
の
は
趣お

も
む
き

が
あ
っ
た
。
こ
の
人
は
今
は
こ
の
世
に
亡な

い
人
な

の
で
、
こ
れ
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

 

（
吉よ
し

田だ

兼け
ん

好こ
う

『
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』）

問
一　
〈
か
な
づ
か
い
〉　　
　

線
㋐
「
い
は
ざ
り
し
」、
㋑
「
返
す
が
へ
す
」
を
現
代
か
な
づ

か
い
に
直
し
、
す・
べ・
て・
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

 

㋐
　

　

㋑
　

問
二　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
①「
お
も
し
ろ
う
」の
現
代
語
訳
に
あ
た
る

Ａ

に
あ
て
は

ま
る
言
葉
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

心
が
晴
れ
晴
れ
と
す
る
よ
う
に

イ　

心
ひ
か
れ
る
様
子
で

ウ　

お
も
し
ろ
お
か
し
く

エ　

笑
わ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
に

 

問
三　
〈
内
容
理
解
〉　　
　

線
②
「
返
り
ご
と
」
と
は
、
だ
れ
か
ら
だ
れ
へ
の
返
事
で
す
か
。

4

①

㋐~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

②

③

㋑~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

④

⑤

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

筆
者
か
ら
「
今
は
こ
の
世
に
亡
い
人
」
へ
。

イ　
「
無
風
流
な
人
」
か
ら
筆
者
へ
。

ウ　

筆
者
か
ら
「
あ
る
人
」
へ
。

エ　
「
あ
る
人
」
か
ら
筆
者
へ
。

 

問
四　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
③
「
お
ほ
せ
ら
る
る
」
に
あ
た
る
言
葉
を
現
代
語
訳
の
中
か

ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

問
五　
〈
内
容
理
解
〉　　
　

線
④
「
口
惜
し
き
御
心
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
点
が

「
口
惜
し
い
」
の
で
す
か
。
現
代
語
で
書
き
な
さ
い
。

 

問
六　
〈
心
情
〉　　
　

線
⑤
「
今
は
な
き
人
な
れ
ば
、
か
ば
か
り
の
こ
と
も
忘
れ
が
た
し
」

と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
、
こ
の
「
な
き
人
」
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
持

っ
て
い
る
の
で
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。

ア　

自
分
の
過
失
を
許
し
て
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
恨う

ら

ん
で
い
る
。

イ　

趣
の
あ
る
と
が
め
を
受
け
た
こ
と
を
な
つ
か
し
ん
で
い
る
。

ウ　

早
く
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
残
念
が
っ
て
い
る
。

エ　

風
流
に
縁え

ん

の
な
い
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
あ
わ
れ
ん
で
い
る
。

 

問
七　
〈
現
代
語
訳
〉　

Ｂ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
漢
字
二
字
で
書
き
な
さ
い
。

 

５５
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次
の
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
古
文
〕

　

ゆ
く
川
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
、
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。
よ
ど
み
に
浮う

か
ぶ
う

た
か
た
は
、
か
つ
消
え
か
つ
結
び
て
、
久
し
く
と
ど
ま
り
た
る
た
め
し
な
し
。
世
の
中
に
あ

る
、
人
と
栖す

み
か

と
、
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。

　

た
ま
し
き
の
都
の
う
ち
に
、
棟む

ね

を
並
べ
、
甍い

ら
か

を
争
へ
る
、
高
き
、
い
や
し
き
、
人
の
住
ま

ひ
は
、
世
々
を
経
て
尽つ

き
せ
ぬ
も
の
な
れ
ど
、
こ
れ
を
ま
こ
と
か
と
尋た

づ

ぬ
れ
ば
、
昔
あ
り
し

家
は
ま
れ
な
り
。
あ
る
い
は
去こ

年ぞ

焼
け
て
今
年
作
れ
り
。　
あ
る
い
は
大お

ほ

家い
へ

滅ほ
ろ

び
て
小こ

家い
へ

と
な

る
。
住
む
人
も
こ
れ
に
同
じ
。
所
も
変
は
ら
ず
、人
も
多
か
れ
ど
、い
に
し
へ
見
し
人
は
、二
、

三
十
人
が
中
に
、
わ
づ
か
に
ひ
と
り
ふ
た
り
な
り
。
朝あ

し
た

に
死
に
、
夕
べ
に
生
ま
る
る
な
ら
ひ
、 

た
だ
水
の
泡あ

わ

に
ぞ
似
た
り
け
る
。

〔
現
代
語
訳
〕

　

い
つ
も
と
う
と
う
と
ゆ
く
河か

わ

の
流
れ
は
絶
え
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
で
い
て
、
も
と
の
水
で

は
な
い
。
流
れ
の
よ
ど
み
に
浮
か
ぶ
泡
は
、

、
い
つ
ま
で
も
そ
の
ま
ま
存
在
し
て
い

る
例
は
な
い
。
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
人
と
住
ん
で
い
る
家
と
が
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

　

玉
を
敷し

い
た
よ
う
に
美
し
く
立
派
な
京
の
町
に
、
棟
を
並
べ
、
た
く
さ
ん
建
ち
並
ん
で
い

る
、
身
分
の
高
い
人
、
低
い
人
の
住
居
は
、
長
い
時
代
を
経
て
も
な
く
な
ら
な
い
も
の
だ
け

れ
ど
、
こ
の
こ
と
が
真
実
か
ど
う
か
と
調
べ
て
み
る
と
、
昔
か
ら
存
在
し
た
家
は
珍め

ず
ら

し
い
。

あ
る
も
の
は
去
年
焼
失
し
て
今
年
建
て
直
し
て
い
る
。
あ
る
も
の
は
大
き
な
家
が
没ぼ

つ

落ら
く

し
て

小
さ
な
家
に
な
っ
て
い
る
。
住
ん
で
い
る
人
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
場
所
も
変
わ
ら
ず
、

人
の
数
も
多
い
け
れ
ど
、
昔
会
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
二
、
三
十
人
の
中
で
、
わ
ず
か
に

ひ
と
り
ふ
た
り
で
あ
る
。
ど
こ
か
で
だ
れ
か
が
朝あ

さ

死
に
、
夕
方
に
は
ま
た
だ
れ
か
が
生
ま
れ

る
世
の
し
き
た
り
は
、
ま
っ
た
く
水
の
泡
そ
っ
く
り
で
あ
る
。

 

（
鴨か
も
の

長ち
ょ
う

明め
い

『
方ほ
う

丈じ
ょ
う

記き

』）

問
一　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
①
「
う
た
か
た
」、
⑥
「
い
に
し
へ
」
に
あ
た
る
言
葉
を
現
代

語
訳
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

5

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦

 

①
　

　

⑥
　

問
二　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
②「
か
つ
消
え
か
つ
結
び
て
」の
現
代
語
訳
に
あ
た
る

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

ア　

あ
っ
と
い
う
間
に
消
え
て

イ　

あ
っ
と
い
う
間
に
生
じ
て

ウ　

一
方
で
は
消
え
、
一
方
で
は
生
じ
て

エ　

同
時
に
消
え
、
同
時
に
現
れ
て 

問
三　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
③
「
世
々
を
経
て
」
に
あ
た
る
部
分
を
現
代
語
訳
の
中
か
ら

書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

問
四　
〈
文
脈
〉　　
　

線
④
「
あ
る
い
は
去
年
焼
け
て
今
年
作
れ
り
。」
と
対つ

い

に
な
っ
て
い
る

一
文
を
古
文
の
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

問
五　
〈
指
示
語
〉　　
　

線
⑤
「
こ
れ
」
が
指
し
て
い
る
も
の
を
古
文
の
中
か
ら
三
字
で
書

き
抜
き
な
さ
い
。

 

問
六　
〈
内
容
理
解
〉　　
　

線
⑦
「
た
だ
水
の
泡
に
ぞ
似
た
り
け
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何

が
水
の
泡
に
似
て
い
る
の
で
す
か
。
現
代
語
訳
の
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

５５10




