
注　

意

１　

先
生
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
冊
子
を
開
か
な
い
で
く
だ

さ
い
。

２　

調
査
問
題
は
、
1
ペ
ー
ジ
か
ら
24
ペ
ー
ジ
ま
で
あ
り
ま

す
。

３　

解
答
は
、
全
て
解
答
用
紙（
解
答
冊
子
の
「
国
語
Ａ
」
）に

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

４　

解
答
は
、
Ｈ
Ｂ
ま
た
は
Ｂ
の
黒
鉛
筆（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン

シ
ル
も
可
）を
使
い
、
濃
く
、
は
っ
き
り
と
書
い
て
く
だ

さ
い
。

５　

解
答
を
選
択
肢
か
ら
選
ぶ
問
題
は
、
解
答
用
紙
の
マ
ー

ク
欄
を
黒
く
塗
り
潰
し
て
く
だ
さ
い
。

６　

解
答
を
記
述
す
る
問
題
は
、
指
示
さ
れ
た
解
答
欄
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
解
答
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に

書
い
て
く
だ
さ
い
。

７　

解
答
用
紙
の
解
答
欄
は
、
裏
面
に
も
あ
り
ま
す
。

８　

調
査
時
間
は
、
45
分
間
で
す
。

９　

「
国
語
Ａ
」
の
解
答
用
紙
に
、
組
、
出
席
番
号
、
性
別

を
記
入
し
、
マ
ー
ク
欄
を
黒
く
塗
り
潰
し
て
く
だ
さ
い
。

平成 27年度

国語 Ａ
中 学 校 第 ３ 学 年



問
題
は
、
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
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石
川
さ
ん
は
、
調
べ
た
言
葉
に
つ
い
て
ス
ピ
ー
チ
を
し
ま
す
。
次
は
、
リ
ハ
ー
サ
ル
の
様
子
の
一
部
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な

さ
い
。（

の
中
は
、
頭
の
中
で
考
え
て
い
る
こ
と
を
表
し
ま
す
。）

１場
面
１

場
面
２

場
面
３

石川さん

石川さん

石川さん

私
は
、「
さ
じ
加
減
」
と
い
う
言
葉
を
調
べ

ま
し
た
。
さ
じ
加
減
は
、
も
と
も
と
薬
の
分
量

を
調
節
す
る
こ
と
を
表
す
言
葉
で
す
が
、
次
の

よ
う
な
使
い
方
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

あ
っ
、「
さ
じ
」
と
は
、
ス
プ
ー
ン
の
こ
と

で
す
。
料
理
番
組
で
、
大
さ
じ
、
小
さ
じ
と
い

う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

使
い
方
と
し
て
、
例
え
ば
「
こ
の
企
画
の 

成
否
は
、
彼
の
さ
じ
加
減
一
つ
で
決
ま
る
。」

の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

あ
れ
、「
さ
じ
」
の

意
味
が
分
か
ら
な
い
よ

う
だ
な
。

「
せ
い
ひ
」
っ
て
何
か
な
。

「
さ
じ
」
っ
て

ス
プ
ー
ン
の
こ
と

だ
っ
た
の
か
。

「
さ
じ
」
っ
て

何
の
こ
と
か
な
。
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一　

石
川
さ
ん
は
、
場
面
１
で
聞
き
手
の
反
応
を
見
て
、
場
面
２
の
よ
う
な
対
応
を
し
ま
し
た
。
石
川
さ
ん
が
と
っ
た
対
応
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、

次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

説
明
が
必
要
な
い
と
感
じ
た
こ
と
を
一
部
分
省
略
し
た
。

２　

聞
き
手
の
理
解
が
得
ら
れ
る
ま
で
同
じ
こ
と
を
何
度
も
繰
り
返
し
た
。

３　

聞
き
手
の
理
解
を
確
認
す
る
た
め
に
問
い
か
け
た
。

４　

説
明
が
必
要
だ
と
感
じ
た
言
葉
に
つ
い
て
補
足
を
し
た
。

二　

石
川
さ
ん
は
、
リ
ハ
ー
サ
ル
後
に
友
達
か
ら
、
場
面
３
の

線
部
「
成
否
」
の
意
味
が
分
か
り
づ
ら
い
の
で
、
聞
い
て
分
か
り
や
す
い
表
現
に
直
し

た
方
が
よ
い
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
い
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
言
葉
に
直
す
と
よ
い
で
す
か
。
次
の

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
十
字
以
内
で

書
き
な
さ
い
。

こ
の
企
画
が

は
、
彼
の
さ
じ
加
減
一
つ
で
決
ま
る
。
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次
は
、
山
川
さ
ん
が
書
い
た
【
意
見
文
の
下
書
き
】
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

２
【
意
見
文
の
下
書
き
】

本
を
読
ん
だ
と
き
、
印
象
的
な
言
葉
に
出
会
っ
た
り
、
筆
者
の
考
え
に
共
感
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

読
み
終
わ
っ
た
と
き
に
は
覚
え
て
い
て
も
、
少
し
時
間
が
た
つ
と
忘
れ
て
し
ま
い
、
本
の
ど
こ
に
書
い
て
あ
っ
た
か
も

分
か
ら
な
い
と
い
う
経
験
を
し
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
は
、
読
ん
だ
本
に
つ
い
て
記
録
を
残
す
こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
を
読
ん
だ
記
録
を
残
す
こ
と

は
大
切
な
こ
と
だ
か
ら
だ
。

具
体
的
に
は
、
本
の
ペ
ー
ジ
の
角
を
折
っ
た
り
、
し
お
り
を
挟
ん
だ
り
、
気
に
な
る
箇
所
に
線
を
引
い
た
り
す
る
な
ど
、

本
に
印
を
付
け
て
読
む
方
法
が
あ
る
。
ま
た
、
ペ
ー
ジ
数
を
ノ
ー
ト
に
メ
モ
し
な
が
ら
読
む
の
も
よ
い
。
メ
モ
を
す
る
と
き
、

書
名
な
ど
本
の
基
本
的
な
情
報
や
、
気
に
な
る
箇
所
を
書
き
写
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
自
分
の
読
書
記
録
に

な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
自
分
が
そ
の
本
を
読
ん
だ
と
き
に
考
え
た
こ
と
を
い
つ
で
も
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
。

せ
っ
か
く
読
書
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
か
ら
得
た
内
容
を
し
っ
か
り
自
分
の
も
の
に
し
た
い
。
そ
う
い
う
意
味
で

も
、
記
録
を
残
す
読
書
は
有
効
で
あ
る
。
ぜ
ひ
一
度
、
実
践
す
べ
き
だ
。

Ａ 

や
著
者
名
、
出
版
年

Ｂ 

し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
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一　

山
川
さ
ん
は
、【
意
見
文
の
下
書
き
】
を
読
ん
だ
友
達
か
ら
、

線
部
「
な
ぜ
な
ら
、
本
を
読
ん
だ
記
録
を
残
す
こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
か
ら
だ
。」

の
部
分
が
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

書
い
て
あ
る
内
容
が
二
通
り
に
受
け
止
め
ら
れ
て
、
伝
え
た
い
こ
と
が
明
確
で
は
な
い
か
ら
。

２　

書
い
て
あ
る
内
容
と
結
論
と
の
関
係
が
な
く
、
文
章
全
体
と
し
て
の
つ
な
が
り
が
な
い
か
ら
。

３　

書
い
て
あ
る
内
容
が
意
見
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
意
見
を
支
え
る
根
拠
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
。

４　

書
い
て
あ
る
内
容
と
他
の
部
分
と
が
矛
盾
し
て
い
て
、
論
と
し
て
筋
が
通
ら
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
。

二　

山
川
さ
ん
は
、【
意
見
文
の
下
書
き
】
を
読
み
直
し
て
、
Ａ
と
Ｂ
の
二
箇
所
を
直
し
ま
し
た
。
そ
の
意
図
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
４

ま
で
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

難
し
い
言
葉
を
削
る
こ
と
で
、
読
み
手
が
一
読
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

２　

読
み
手
に
は
た
ら
き
か
け
る
表
現
を
取
り
入
れ
て
、
共
感
を
得
よ
う
と
し
た
。

３　

重
要
な
言
葉
を
繰
り
返
し
て
、
伝
え
た
い
こ
と
を
強
く
印
象
付
け
よ
う
と
し
た
。

４　

例
を
増
や
す
こ
と
で
、
あ
い
ま
い
な
部
分
を
よ
り
具
体
的
に
し
よ
う
と
し
た
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。　

︹
こ
こ
ま
で
の
あ
ら
す
じ
︺　

山
あ
い
の
小
さ
な
小
学
校
に
高た
か

田だ

三さ
ぶ

郎ろ
う

が
転
校
し
て
き
た
。
三
郎
が
何
か
す
る
と
風
が
吹
い
た
の
で
、
子
供
た
ち
は 

伝
説
の
風
の
神
の
子
で
あ
る
「
風
の
又
三
郎
」
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。
翌
朝
、
一
郎
と
嘉か

助す
け

が
運
動
場
で
待
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
三
郎
が
現
れ
た
。

「
来
た
ぞ
。」
と
一
郎
が
思
わ
ず
下
に
い
る
嘉
助
へ
叫
ぼ
う
と
し
て
い
ま
す
と
、
早
く
も
三
郎
は
ど
て
を
ぐ
る
っ
と
ま
わ
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
正
門
を
は
い
っ

て
来
る
と
、

「
お
早
う
。」
と
は
っ
き
り
言
い
ま
し
た
。
み
ん
な
は
い
っ
し
ょ
に
そ
っ
ち
を
ふ
り
向
き
ま
し
た
が
、
一
人
も
返
事
を
し
た
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
は
返
事
を
し
な
い
の
で
は
な
く
て
、
み
ん
な
は
先
生
に
は
い
つ
で
も
「
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
い
う
よ
う
に
習
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
お
互
い

に
「
お
早
う
。」
な
ん
て
言
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
三
郎
に
そ
う
言
わ
れ
て
も
、
一
郎
や
嘉
助
は
あ
ん
ま
り
に
わ
か
で
、
ま
た
勢
い
が
い
い
の
で
と
う

と
う
臆お
く

し
て
し
ま
っ
て
一
郎
も
嘉
助
も
口
の
中
で
お
早
う
と
い
う
か
わ
り
に
、
も
に
ゃ
も
に
ゃ
っ
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
三
郎
の
ほ
う
は
べ
つ
だ
ん
そ
れ
を
苦
に
す
る
ふ
う
も
な
く
、
二
三
歩
ま
た
前
へ
進
む
と
じ
っ
と
立
っ
て
、
そ
の
ま
っ
黒
な
目
で
ぐ
る
っ
と
運
動

場
じ
ゅ
う
を
見
ま
わ
し
ま
し
た
。
そ
し
て
し
ば
ら
く
だ
れ
か
遊
ぶ
相
手
が
な
い
か
さ
が
し
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
け
れ
ど
も
み
ん
な
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
三
郎
の

ほ
う
は
み
て
い
て
も
、
や
は
り
忙
し
そ
う
に
棒
か
く
し
を
し
た
り
三
郎
の
ほ
う
へ
行
く
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
三
郎
は
ち
ょ
っ
と
具
合
が
悪
い
よ
う

に
そ
こ
に
つ
っ
立
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ま
た
運
動
場
を
も
う
一
度
見
ま
わ
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
ぜ
ん
た
い
こ
の
運
動
場
は
何な

ん

間げ
ん

あ
る
か
と
い
う
よ
う
に
、
正
門
か
ら
玄
関
ま
で
大
ま
た
に
歩
数
を
数
え
な
が
ら
歩
き
は
じ
め
ま
し
た
。
一
郎
は

急
い
で
鉄
棒
を
は
ね
お
り
て
嘉
助
と
な
ら
ん
で
、
息
を
こ
ら
し
て
そ
れ
を
見
て
い
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
三
郎
は
向
こ
う
の
玄
関
の
前
ま
で
行
っ
て
し
ま
う
と
、こ
っ
ち
へ
向
い
て
し
ば
ら
く
暗
算
を
す
る
よ
う
に
少
し
首
を
ま
げ
て
立
っ
て
い
ま
し
た
。

み
ん
な
は
や
は
り
き
ろ
き
ろ
そ
っ
ち
を
見
て
い
ま
す
。
三
郎
は
少
し
困
っ
た
よ
う
に
両
手
を
う
し
ろ
へ
組
む
と
向
こ
う
側
の
土
手
の
ほ
う
へ
職
員
室
の
前

３

①

②

︵
注
１
︶

︵
注
２
︶

︵
注
３
︶

︵
注
４
︶
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を
通
っ
て
歩
き
だ
し
ま
し
た
。

そ
の
時
風
が
ざ
あ
っ
と
吹
い
て
来
て
土
手
の
草
は
ざ
わ
ざ
わ
波
に
な
り
、
運
動
場
の
ま
ん
中
で
さ
あ
っ
と
塵ち

り

が
あ
が
り
、
そ
れ
が
玄
関
の
前
ま
で
行
く

と
、
き
り
き
り
と
ま
わ
っ
て
小
さ
な
つ
む
じ
風
に
な
っ
て
、
黄
い
ろ
な
塵
は
瓶
を
さ
か
さ
ま
に
し
た
よ
う
な
形
に
な
っ
て
屋
根
よ
り
高
く
の
ぼ
り
ま
し
た
。

す
る
と
嘉
助
が
突
然
高
く
言
い
ま
し
た
。

「
そ
う
だ
。
や
っ
ぱ
り
あ
い
づ
又
三
郎
だ
ぞ
。
あ
い
づ
何
か
す
る
と
き
っ
と
風
吹
い
て
く
る
ぞ
。」

（
宮み
や

沢ざ
わ

賢け
ん

治じ

「
風
の
又
三
郎
」
に
よ
る
。）

（
注
１
）　

に
わ
か
＝
突
然
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
注
４
）　

き
ろ
き
ろ
＝
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
。

（
注
２
）　

ぜ
ん
た
い
＝
い
っ
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
注
５
）　

あ
い
づ
＝
あ
い
つ
。

（
注
３
）　

何
間
あ
る
か
＝
ど
の
く
ら
い
の
長
さ
が
あ
る
か
。　

一　

線
部
①
「
ど
て
を
ぐ
る
っ
と
ま
わ
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
正
門
を
は
い
っ
て
来
る
と
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
の
表
現
の
工
夫
と
し
て
最
も
適
切
な

も
の
を
、
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

擬
態
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

２　

倒
置
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

３　

体
言
止
め
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

４　

直
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

︵
注
５
︶
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二　

線
部
②
「
一
人
も
返
事
を
し
た
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
４
ま
で

の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

み
ん
な
が
騒
が
し
く
遊
ん
で
い
た
の
で
、「
お
早
う
。」
と
挨
拶
を
し
た
三
郎
の
声
が
よ
く
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
か
ら
。

２　

先
生
で
も
な
い
の
に
「
お
早
う
。」
と
挨
拶
を
し
た
三
郎
の
態
度
が
、
偉
そ
う
に
思
え
て
気
に
入
ら
な
か
っ
た
か
ら
。

３　

先
に
「
お
早
う
。」
と
挨
拶
を
す
る
心
づ
も
り
で
い
た
の
に
、
三
郎
に
先
を
越
さ
れ
て
た
じ
ろ
い
で
し
ま
っ
た
か
ら
。

４　

友
達
同
士
で
は
し
た
こ
と
が
な
い
「
お
早
う
。」
と
い
う
挨
拶
を
三
郎
に
さ
れ
て
、
気
お
く
れ
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

三　

本
文
中
の

で
囲
ま
れ
た
部
分
か
ら
、
嘉
助
の
ど
の
よ
う
な
様
子
が
読
み
取
れ
ま
す
か
。
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
う
ち
、
最
も
適
切
な
も
の
を

一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

「
風
の
又
三
郎
」
の
吹
か
せ
た
風
が
弱
く
て
が
っ
か
り
し
て
い
る
様
子
。

２　

転
校
生
が
「
風
の
又
三
郎
」
だ
と
確
信
し
て
興
奮
し
て
い
る
様
子
。

３　

三
郎
の
行
動
の
意
味
が
分
か
ら
ず
腹
を
立
て
て
い
る
様
子
。

４　

三
郎
を
仲
間
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
喜
ん
で
い
る
様
子
。　
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次
は
、
西
暦
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
【
日
本
の
人
口
推
移
を
表
し
た
グ
ラ
フ
】（
予
想
を
含
み
ま
す
。）
と
、
そ
れ
を
見
て
分
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て 

【
田
村
さ
ん
が
書
い
た
文
章
】
で
す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
日
本
の
人
口
推
移
を
表
し
た
グ
ラ
フ
】

（総務省ウェブページによる。）

※　棒グラフの上の数値は総人口を表す。
※　高齢化率＝65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合。

2,201

12,693

0.0

5.0

15.0

10.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000 40.0

人口（万人） 高齢化率（%）

8,622

1,847

2,567

12,777

8,409

1,752

2,925

12,806

8,103

1,680

3,395

12,660

7,682

1,583

3,612

12,410

7,341

1,457

3,657

12,066

7,085

1,324

3,685

11,662

6,773

1,204

3,741

11,212

6,343

1,129

3,868

10,728

2000
（平成12）

2005
（平成17）

2010
（平成22）

2015
（平成27）

2020
（平成32）

2025
（平成37）

2030
（平成42）

2035
（平成47）

2040 （年）
（平成52）

5,787

1,073

65 歳以上
人口

15〜64 歳
人口

14 歳以下
人口

高齢化率

【
田
村
さ
ん
が
書
い
た
文
章
】

ま
ず
、
棒
グ
ラ
フ
を
見
て
分
か
る
こ
と
が
四
つ
あ
る
。

・
二
〇
一
〇
年
以
降
、
総
人
口
が
減
っ
て
い
く

・
十
四
歳
以
下
の
人
口
が
減
っ
て
い
く

・
十
五
～
六
十
四
歳
の
人
口
が
減
っ
て
い
く

・そ
し
て
、
折
れ
線
グ
ラ
フ
か
ら
、
高
齢
化
率
が
上
昇
し
続
け

て
い
く
こ
と
が
分
か
る
。
二
〇
四
〇
年
に
は
、
二
〇
〇
〇
年
の

二
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。

４

一　

に
は
、
棒
グ
ラ
フ
の

の
部
分
の
変
化
を
読
み
取
っ
た
内

容
が
入
り
ま
す
。

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、【
田
村
さ
ん
が
書
い
た

文
章
】
の
書
き
方
を
参
考
に
し
て
、
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

最
近
で
は
、
流
し
の
排
水
管
は
あ
ま
り
目
に
つ
か
な
い
部
分
に
設
置
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

意
識
し
て
見
な
い
と
気
づ
か
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、
た
し
か
に
排
水
管
は
図
１
に
示
し
た
よ
う
に
Ｓ
字
形
の

構
造
（
正
確
に
は
Ｓ
を
横
に
倒
し
た
形
）
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
部
分
が
Ｓ
字
形
に
な
っ
て
い
る
と
、
い
つ
も
図
１
の
よ
う
に
管
内
に
水
が
残
っ
た
状
態
に
な
り
ま
す
。
排
水

管
は
流
し
を
下
水
管
に
つ
な
ぐ
た
め
の
も
の
な
の
で
、
本
当
は
Ｓ
字
形
の
管
よ
り
も
ま
っ
す
ぐ
な
管
で
つ
な
い
だ
ほ

う
が
排
水
の
流
れ
は
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
Ｓ
字
形
に
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

排
水
管
が
ま
っ
す
ぐ
だ
っ
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、
排
水
管
の
先
の
下
水
管
か
ら
、
室
内
に
ま
で
臭
気
が
流

れ
て
き
た
り
、
虫
が
侵
入
し
て
き
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
臭
気
の
流
入
や
虫
の
侵
入
を
、
Ｓ
字
部
分
に
た
ま
っ
た
水
が
防
い
で
い
る
の
で
す
。

排
水
管
が
ま
っ
す
ぐ
で
は
な
く
、
Ｓ
字
形
を
し
て
い
る
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。

（
鎌か
ま

田た

正ま
さ

裕ひ
ろ

「
な
ぜ
流
し
台
の
下
の
排
水
管
は
Ｓ
字
形
な
の
？
」
に
よ
る
。）

（
注
）　

流
し
＝
流
し
台
の
こ
と
。

５

【図１ Ｓ字形の排水管】

︵
注
︶

参考 〈流しと排水管〉
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一　

次
の
【
問
い
】
に
対
す
る
答
え
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
あ
と
の
１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

【
問
い
】な

ぜ
、
排
水
管
は
Ｓ
字
形
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

１　

Ｓ
字
部
分
に
た
ま
っ
た
臭
気
で
虫
を
集
め
、
水
の
流
れ
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
た
め
。

２　

Ｓ
字
部
分
に
た
ま
っ
た
水
で
、
臭
気
や
虫
の
流
入
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
た
め
。

３　

Ｓ
字
部
分
に
た
ま
っ
た
水
が
、
臭
気
の
流
入
や
虫
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
。

４　

Ｓ
字
部
分
に
た
ま
っ
た
臭
気
や
虫
が
、
水
の
流
入
を
防
ぐ
た
め
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

「
明
日
」
と
書
い
て
、「
あ
す
」「
あ
し
た
」、
ど
ち
ら
で
読
み
ま
す
か
？

「
明
日
」
は
古
く
か
ら
「
あ
す
」
と
読
み
、
今
と
同
じ
＂
今
日
の
次
の
日
＂
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。『
万
葉
集
』
に
も
、
柿か

き
の

本も
と
の

人ひ
と

麻ま

呂ろ

の

詠よ

ん
だ
歌
、「
明あ

日す

香か

川が
わ　

明
日
だ
に
見
む
と
思
へ
や
も　

わ
が
王
お
お
き
み

の
御み

名な

忘
れ
せ
ぬ
（
せ
め
て
明
日
だ
け
で
も
お
会
い
し
た
い
と
思
っ
て
も
か
な
わ
ぬ

こ
と
な
の
に
、
明
日
香
川
と
同
じ
名
の
明あ

日す

香か
の

皇ひ
め

女み
こ

の
名
を
ど
う
し
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
）」
で
は
、「
明
日
」
は
「
あ
す
」
と
読
む
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
は
、「
あ
し
た
」
は
別
の
意
味
の
言
葉
で
、「
朝
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
す
。

皆
さ
ん
ご
存
じ
の
「
浜
辺
の
歌
」。
♪
「
あ
し
た
浜
辺
を
さ
ま
よ
え
ば
～
」、
こ
れ
は
、「
朝
、
浜
辺
を
さ
ま
よ
え
ば
」
と
歌
っ
て
い
る
の
で
す
。
ち
な
み

に
、
二
番
に
出
て
く
る
「
ゆ
う
べ
」
も
、
今
で
は
「
昨
日
の
夜
」
を
意
味
し
ま
す
が
、
元
々
は
「
夜
の
始
ま
り
」「
夕
暮
れ
時
」
を
言
う
言
葉
で
す
。

時
計
も
な
い
時
代
、
人
々
の
生
活
は
太
陽
と
共
に
あ
り
ま
し
た
。
太
陽
が
沈
ん
だ
夜
の
時
間
帯
の
始
ま
り
を
「
ゆ
う
べ
」
と
言
い
、
そ
こ
か
ら
、「
よ
い
」

→
「
よ
な
か
」
→
「
あ
か
と
き
（
あ
か
つ
き
）」、
そ
し
て
、
白
々
と
し
て
き
て
夜
が
終
わ
る
頃
を
「
あ
し
た
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
今
で
言

う
「
朝
」
の
こ
と
で
す
ね
。

「
朝
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
し
た
が
、「
朝
日
」「
朝
霧
」
な
ど
、
複
合
語
と
し
て
し
か
使
わ
れ
ず
、
単
独
で
は
「
あ
し
た
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
。「
朝
」

と
書
い
て
「
あ
し
た
」
と
読
む
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
鎌
倉
末
期
頃
か
ら
、「
あ
し
た
」
は
、「
夜
が
終
わ
っ
た
後
に
く
る
次
の
朝
、
翌
朝
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
し
だ
い
に
「
翌

日
の
午
前
中
」「
翌
日
の
日
中
全
体
」
と
広
が
り
、
現
在
と
同
じ
「
次
の
日
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
て
、「
明
日
（
あ
す
）」
と
「
あ
し
た
」
が
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
ね
。

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
ス
室
編
『「
サ
バ
を
読
む
」
の
「
サ
バ
」
の
正
体　

Ｎ
Ｈ
Ｋ 

気
に
な
る
こ
と
ば
』
に
よ
る
。）

（
注
）　

白
々
＝
夜
が
明
け
て
空
が
だ
ん
だ
ん
明
る
く
な
っ
て
い
く
さ
ま
。

６

︵
注
︶
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二　

こ
の
文
章
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

「
あ
す
」
と
「
あ
し
た
」
は
違
う
意
味
の
言
葉
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
専
門
家
の
意
見
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。

２　

「
あ
す
」
と
「
あ
し
た
」
は
違
う
意
味
の
言
葉
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
和
歌
な
ど
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。

３　

「
あ
す
」
と
「
あ
し
た
」
は
違
う
意
味
の
言
葉
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
複
数
の
辞
書
の
記
述
を
比
較
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。

４　

「
あ
す
」
と
「
あ
し
た
」
は
違
う
意
味
の
言
葉
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
筆
者
の
体
験
を
踏
ま
え
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。

あ
す

あ
し
た

昔今

①

夜
が
終
わ
る
頃

②

翌
日
の
午
前
中

翌
日
の
日
中
全
体

次
の
日

【
表
】

一　

上
の
【
表
】
は
、「
あ
す
」
と
「
あ
し
た
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
ど
の
よ
う
に

変
化
し
た
か
を
整
理
し
た
も
の
で
す
。

①

と

②

に
当
て
は
ま
る
言
葉

を
、
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

今
日
の
次
の
日

２　

あ
か
つ
き

３　

夜
の
始
ま
り

４　

翌
朝
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次
は
、
美
化
委
員
会
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
【
要
望
】
と
、
美
化
委
員
会
が
掲
示
板
に
掲
示
す
る
予
定
の
【
回
答
案
Ａ
】、【
回
答
案
Ｂ
】
で
す
。
こ
れ

ら
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

７

【回答案Ａ】

委員会で検討したところ，「指摘はもっとも
だ」，「放課後は，委員も部活動に出るのででき
ない」など，様々な意見が出されました。その
結果，「委員だけで放課後に水やりを行うことは
難しい」ということになりました。
そこで，生徒の皆さんからもボランティアを
募集して，放課後の水やりを行っていくことに
します。
� 美化委員長 小林 太郎

【回答案Ｂ】

委員会で検討した結果，「委員だけで放課後
に水やりを行うことは難しい」ということにな
りました。そこで，生徒の皆さんからもボラン
ティアを募集して，放課後の水やりを行ってい
くことにします。
話し合いの中では，「指摘はもっともだ」と
いう意見もあった一方で，「放課後は，委員も
部活動に出るのでできない」という意見が出さ
れ，このような結論になりました。

� 美化委員長 小林 太郎

【要望】

美化委員会へ
美化委員会に要望があります。
現在，美化委員会では毎朝花壇に水やりを行っています。
それを , 放課後も行ってはどうでしょうか。これからの時期
は暑くなり，朝の水やりだけでは足りないと思います。
ぜひ，検討してください。
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一　

【
回
答
案
Ａ
】
と
【
回
答
案
Ｂ
】
の
書
き
方
の
違
い
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選

び
な
さ
い
。

１　

【
回
答
案
Ａ
】
で
は
感
想
を
述
べ
て
か
ら
事
実
を
説
明
し
、【
回
答
案
Ｂ
】
で
は
事
実
を
説
明
し
て
か
ら
感
想
を
述
べ
て
い
る
。

２　

【
回
答
案
Ａ
】
で
は
事
実
を
説
明
し
て
か
ら
感
想
を
述
べ
、【
回
答
案
Ｂ
】
で
は
感
想
を
述
べ
て
か
ら
事
実
を
説
明
し
て
い
る
。

３　

【
回
答
案
Ａ
】
で
は
検
討
の
経
過
を
説
明
し
て
か
ら
結
論
を
述
べ
、【
回
答
案
Ｂ
】
で
は
結
論
を
述
べ
て
か
ら
検
討
の
経
過
を
説
明
し
て
い
る
。

４　

【
回
答
案
Ａ
】
で
は
結
論
を
述
べ
て
か
ら
検
討
の
経
過
を
説
明
し
、【
回
答
案
Ｂ
】
で
は
検
討
の
経
過
を
説
明
し
て
か
ら
結
論
を
述
べ
て
い
る
。

二　

【
回
答
案
Ａ
】
の
冒
頭
に
、
次
の
一
文
を
入
れ
て
掲
示
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

に
当
て
は
ま
る
適
切
な
言
葉
を
十
八
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

と
い
う
要
望
に
つ
い
て
回
答
し
ま
す
。
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林
さ
ん
は
、「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
に
「
す
し
」
に
つ
い
て
調
べ
、
ま
と
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
次
は
、
林
さ
ん
が
【
事
前
に
準
備
し
た
質
問
】
と

す
し
屋
の
店
主
で
あ
る
山
本
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
際
の
【
記
録
の
一
部
】
で
す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【
記
録
の
一
部
】

林　
　

　

お
す
し
の
魅
力
は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
だ
と
お
考
え
で
す
か
。

山
本　

　

す
し
の
魅
力
は
、
季
節
を
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

林　
　

　

季
節
を
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
お
す
し
の
何
で
季
節
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
。

山
本　

 　

例
え
ば
、
旬し
ゅ
ん

の
食
材
で
す
。
私
は
い
つ
も
市
場
の
人
か
ら
情
報
を
聞
い
て
、
旬
の
魚
を
で
き
る
だ
け
安
く
仕
入
れ
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

林　
　

　

苦
労
し
て
旬
の
食
材
を
仕
入
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、
酢
飯
を
作
る
と
き
に
気
を
付
け
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
。

山
本　

　

お
米
は
時
期
に
よ
っ
て
状
態
が
違
う
の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
水
や
酢
の
量
を
調
節
す
る
こ
と
で
す
ね
。

林　
　

　

８
【
事
前
に
準
備
し
た
質
問
】

・
お
す
し
の
魅
力
は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
か
。

・
酢
飯
を
作
る
と
き
に
気
を
付
け
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
。

・
す
し
に
、
寿す

司し

、
鮨す
し

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
漢
字
が
あ
る
の
は
な
ぜ
で
す
か
。



中国Ａ−16

一　

線
部
「
季
節
を
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
お
す
し
の
何
で
季
節
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
。」
と
あ
り
ま
す
が
、
林
さ
ん
は

ど
の
よ
う
な
意
図
で
こ
の
質
問
を
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の
う
ち
、
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

相
手
の
発
言
を
確
か
め
て
、
事
前
に
準
備
し
て
い
た
別
の
話
題
に
移
ろ
う
と
し
た
。

２　

相
手
の
発
言
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
理
解
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
。

３　

相
手
の
発
言
の
内
容
を
ま
と
め
て
、
他
の
も
の
と
の
相
違
点
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。

４　

相
手
の
発
言
を
受
け
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
具
体
的
な
話
を
聞
き
出
そ
う
と
し
た
。

二　

の
部
分
で
、
林
さ
ん
は
、

線
部
と
同
じ
意
図
で
質
問
を
し
ま
し
た
。
そ
の
質
問
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
４
ま
で
の

中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１　

酢
飯
を
作
る
の
は
大
変
な
の
で
す
ね
。
例
え
ば
、
水
の
量
を
増
や
す
の
は
ど
の
よ
う
な
時
期
で
す
か
。

２　

水
や
酢
の
量
を
調
節
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、
す
し
に
い
ろ
い
ろ
な
漢
字
が
あ
る
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

３　

い
つ
も
市
場
で
仕
入
れ
を
し
て
い
る
の
で
す
か
。
市
場
が
休
み
の
と
き
の
仕
入
れ
は
ど
う
し
て
い
る
の
で
す
か
。

４　

旬
の
食
材
の
仕
入
れ
は
大
変
で
す
ね
。
魚
以
外
の
食
材
は
ど
の
よ
う
に
仕
入
れ
て
い
る
の
で
す
か
。
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次
の
一
か
ら
七
ま
で
の
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

一　

次
の
１
か
ら
３
ま
で
の
文
中
の

線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
、
楷か
い

書し
ょ

で
て
い
ね
い
に
書
き
な
さ
い
。

１　

ビ
ョ
ウ
ソ
ク
五
メ
ー
ト
ル
の
風
が
吹
く
。

２　

地
図
の
シ
ュ
ク
シ
ャ
ク
を
調
べ
る
。

３　

ア
マ
っ
た
お
金
を
貯
金
す
る
。

二　

次
の
１
か
ら
３
ま
で
の
文
中
の

線
部
の
漢
字
の
正
し
い
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
て
い
ね
い
に
書
き
な
さ
い
。

１　

詳
細
に
述
べ
る
。

２　

シ
ャ
ツ
の
袖
を
ま
く
る
。

３　

学
校
の
こ
と
が
新
聞
に
載
る
。

９
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三　

次
の
ア
か
ら
オ
の
文
で
は
、
最
も
適
切
な
言
葉
を
、
カ
の
文
で
は
、

線
部
に
当
て
は
ま
る
漢
字
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
（　
　

）
の

１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア　

将
来
は
、（
１　

気
象　
　

２　

気
性　
　

３　

起
床　
　

４　

希
少
）
予
報
士
に
な
り
た
い
。

イ　

彼
が
こ
の
討
論
の
（
１　

火
種　
　

２　

点
火　
　

３　

火
薬　
　

４　

口
火
）
を
切
っ
た
。

ウ　

私
が
先
生
の
お
宅
に
（
１　

承
り
ま
す　
　

２　

い
た
だ
き
ま
す　
　

３　

参
り
ま
す　
　

４　

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
）。

エ　

彼
女
は
、
学
級
の
（
１　

縁　
　

２　

床　
　

３　

板　
　

４　

面
）
の
下
の
力
持
ち
と
言
え
る
存
在
だ
。

オ　

（
１　

た
て
こ
も
る　
　

２　

た
ち
な
ら
ぶ　
　

３　

た
な
び
く　
　

４　

た
た
ず
む
）
雲
の
間
か
ら
、
春
の
光
が
も
れ
て
い
る
。

カ　

新
聞
を
読
む
シ
ュ
ウ
カ
ン
（
１　

間　
　

２　

慣　
　

３　

刊　
　

４　

感
）
を
身
に
付
け
る
。
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四　

次
の
文
章
の

①

と

②

に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
あ
と
の
１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
な
さ
い
。

私
は
伝
え
た
い
内
容
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
、
次
の
ア
の
文
を
イ
の
文
に
変
え
ま
し
た
。
イ
の
文
の
方
が
、
器
の
色
が
特
に
目
を
引
き
付
け
た

こ
と
が
伝
わ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
青
い
」
と
い
う

①

を
、「
青
さ
」
と
い
う

②

に
変
え
て
、
主
語
に
し
て
い
る
た
め
で
す
。

ア　
大
き
な
青
い
器
が
私
の
目
を
引
き
付
け
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓

イ　

大
き
な
器
の
青
さ
が
私
の
目
を
引
き
付
け
た
。

１　

名
詞

２　

動
詞

３　

形
容
詞

４　

形
容
動
詞



中国Ａ−20

五　

次
の
【
説
明
】
は
、「
永
」
と
い
う
字
の
ど
の
部
分
を
書
く
際
の
も
の
で
す
か
。
あ
と
の
㋐
か
ら
㋓
ま
で
の
う
ち
、
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
な

さ
い
。

【
説
明
】徐

々
に
筆
圧
を
加
え
て
い
き
、
一
度
筆
を
止
め
て
、
穂
先
を
そ
ろ
え
る
よ
う
に
払
う
。

㋐

㋑

㋒

㋓
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六　

次
は
、
松
田
洋
子
さ
ん
が
、
職
場
体
験
で
お
世
話
に
な
っ
た
小
山
健
さ
ん
へ
書
い
た
お
礼
の
【
手
紙
の
下
書
き
】
で
す
。
松
田
さ
ん
は
、【
手
紙
の
下
書

き
】
の
後
付
け
の
部
分
に
つ
い
て
正
し
く
直
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
直
し
方
と
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
あ
と
の
１
か
ら
４
ま
で
の
中
か
ら

一
つ
選
び
な
さ
い
。

【
手
紙
の
下
書
き
】
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１　

差
出
人
が
誰
か
を
明
確
に
す
る
た
め
、「
松
田 

洋
子
」
は
、「
十
月
一
日
」
と
同
じ
高
さ
に
書
く
。

２　

相
手
に
敬
意
を
示
す
た
め
、「
小
山 

健 

様
」
は
、「
松
田 

洋
子
」
や
「
十
月
一
日
」
よ
り
高
い
位
置
に
書
く
。

３　

名
前
の
方
が
重
要
な
の
で
、「
松
田 

洋
子
」
と
「
小
山 

健 

様
」
は
、「
十
月
一
日
」
よ
り
高
い
位
置
に
書
く
。

４　

日
付
は
重
要
で
は
な
い
情
報
な
の
で
、「
十
月
一
日
」
は
、「
松
田 

洋
子
」
や
「
小
山 

健 

様
」
と
同
じ
高
さ
に
書
く
。
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七　

次
は
、【
漫
画
の
一
部
】
と
そ
の
場
面
の
【
古
典
の
文
章
の
一
部
】
で
す
。【
古
典
の
文
章
の
一
部
】
の
（　
　

）
の
中
は
現
代
語
訳
で
書
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（【
漫
画
の
一
部
】
の
１
か
ら
５
は
、
順
番
を
表
し
ま
す
。）

【
漫
画
の
一
部
】

２
５

４

３

１
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【
古
典
の
文
章
の
一
部
】

「
何
事
思
ひ
た
ま
ふ
ぞ
。
お
ぼ
す
ら
む
こ
と
、
何
事
ぞ
」
と
言
へ
ば
、「
思
ふ
こ
と
も
な
し
。
物
な
む
心
細
く
お
ぼ
ゆ
る
」
と
言
へ
ば
、

翁お
き
な

、「
月
な
見
た
ま
ひ
そ
。
こ
れ
を
見
た
ま
へ
ば
、
物
お
ぼ
す
気け

色し
き

は
あ
る
ぞ
」
と
言
へ
ば
、「
い
か
で
月
を
見
で
は
あ
ら
む
」
と
て
、 

（
や
は
り
月
が
出
る
と
、
縁
側
に
出
て
座
り
、
た
め
息
を
つ
い
て
い
る
。）

１　

︻
漫
画
の
一
部
】
の
４
に
あ
る

の
部
分
は
、【
古
典
の
文
章
の
一
部
】
の
ど
の
部
分
と
対
応
し
て
い
ま
す
か
。
対
応
し
て
い
る
部
分
と
し

て
最
も
適
切
な
も
の
を
、【
古
典
の
文
章
の
一
部
】
の

線
部
㋐
か
ら
㋓
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

２　

︻
古
典
の
文
章
の
一
部
】
の
作
品
名
を
漢
字
四
字
で
書
き
な
さ
い
。

㋐

㋑

㋒

㋓



こ
れ
で
、
国
語
Ａ
の
問
題
は
終
わ
り
で
す
。




