
第 回❷2019年度

Level 8-9

検定上の注意

検定開始の合図があるまで問題を開いてはいけません。

まず、下記の注意をよく読んでください。

１．検定時間は60分です。

２．検定開始前に答案用紙に受検番号・氏名・生年月日を必ず記入してください。

３�．検定が始まって、印刷が見えにくかったり、ページがおかしかったりしたら、手をあげて
監
かん

督
とく

者
しゃ

に知らせてください。

４．問題のあいているところは自由に利用してください。

５．問題は、答案用紙と一緒に回収します。



‒ 2 ‒ ‒ 1 ‒

《
問
題
Ⅰ
》　
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

第
一
問　

―
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

⑴　
首
相
が
内
閣
改
造
の
イ
コ
ウ
を
示
し
た
。

　
　

新
し
い
体
制
に
イ
コ
ウ
す
る
。

⑵　
観
客
か
ら
カ
ン
キ
の
声
が
上
が
る
。

　
　

十
分
に
注
意
す
る
よ
う
、
カ
ン
キ
を
促
す
。

⑶　
人
々
の
コ
ウ
キ
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
。

　
　

昔
か
ら
紫
は
コ
ウ
キ
な
色
と
さ
れ
て
い
た
。

⑷　
フ
シ
ン
な
人
物
を
見
か
け
た
。

　
　

問
題
の
解
決
に
フ
シ
ン
す
る
。

第
二
問　
次
の
言
葉
の
意
味
に
あ
た
る
二
字
熟
語
を
、
後
の
漢
字
を
使
っ
て
作
り
な
さ
い
。

⑴　
も
の
ご
と
を
成
し
と
げ
る
こ
と
。

⑵　
注
意
が
行
き
届
い
て
手
抜
か
り
が
な
い
こ
と
。

⑶　
他
人
の
文
章
や
答
案
な
ど
を
改
め
直
す
こ
と
。



‒ 2 ‒

⑷　
努
力
し
て
困
難
に
打
ち
勝
つ
こ
と
。

完　
　

昇　
　

獲　
　

盗　
　

添　
　

克　
　

発　
　

上

得　
　

奮　
　

遂　
　

綿　
　

服　
　

削　
　

密　
　

作　
　

第
三
問　
次
の
文
の
（　
　

）
に
当
て
は
ま
る
四
字
熟
語
を
、
後
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
て
作
り
な
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
意
味
と
し
て
適
切

な
も
の
を
、
後
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
ん
で
答
え
な
さ
い
。

⑴　
多
少
の
困
難
が
起
き
て
も
、（　
　
　

）
に
物
事
を
こ
な
す
必
要
が
あ
る
。

⑵　
（　
　
　

）
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
、
周
囲
か
ら
不
満
が
出
る
。

【
漢
字
】

暗　
　

我　
　

臨　
　

一　
　

応　
　

起　
　

機　
　

発

念　
　

変　
　

中　
　

模　
　

水　
　

索　
　

田　
　

引　
　
　
　

【
意
味
】

ア　
あ
て
も
な
く
い
ろ
い
ろ
探
る
こ
と
。

イ　
自
分
に
都
合
よ
く
取
り
は
か
ら
う
こ
と
。

ウ　
あ
る
こ
と
を
成
し
と
げ
よ
う
と
決
心
す
る
こ
と
。

エ　
そ
の
場
の
変
化
に
応
じ
て
処
理
す
る
こ
と
。



‒ 4 ‒ ‒ 3 ‒

第
四
問　
次
の
言
葉
を
並
べ
か
え
て
、
例
に
な
ら
っ
て
一
文
を
作
り
な
さ
い
。
ま
た

―
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
は
、
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

た
だ
し
、 　

 

に
は
主
語
、 　

 

に
は
述
語
、
―
の
後
に
は
助
詞
が
入
り
ま
す
。
解
答
欄
に
は
例
の
よ
う
に
記
入
す
る

こ
と
。

【
例
】　
通
っ
て
い
る　
　

に　
　

の　
　

は　
　

姉　
　

ダ
イ
ガ
ク　
　

私　
　

。

　

 

私  

―  
の  　

  

姉  

―  

は  　

  

大
学  

―  

に  　

  

通
っ
て
い
る　

。　　

→  

私（
解
答
欄
）

の
姉
は
大
学
に
通
っ
て
い
る
。

⑴　
畑　

を　

ク
ジ
ョ
す
る　

の　

父　

が　

害
虫　

。

　

 　
　

  

―  　

  　

  　
　

  
―  　

  　

  　
　

  

―  　

  　

  　
　
　
　

。

⑵　
伝
統
産
業　

が　

を　

地
域　

の　

シ
ョ
ウ
レ
イ
す
る　

自
治
体　

。

　

 　
　

  

―  　

  　

  　
　

  

―  　

  　

  　
　

  

―  　

  　

  　
　
　
　

。

⑶　
よ
う
や
く　

が　

に　

乗
っ
た　

事
業　

キ
ド
ウ　

担
当
し
た　

。

　

 　
　

  　

  　
　

  

―  　

  　

  　
　

  　

  　
　

  

―  　

  　
  　

　
　
　

。

⑷　
多
く　

の　

あ
る　

フ
ゼ
イ　

が　

集
ま
っ
て
い
る　

寺
院　

。

　

 　
　

  

―  　

  　

  　
　

  　

  　
　

  

―  　

  　

  　
　

  　

  　
　
　
　

。



‒ 4 ‒

《
問
題
Ⅱ
》　
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

第
一
問　
次
の
文
は
、
後
の
構
造
図
の
ど
れ
に
当
た
る
か
。
例
に
な
ら
っ
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
図
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

【
例
】　
私
が　

心
を　

込
め
た　

プ
レ
ゼ
ン
ト
に　

母
は　

よ
ろ
こ
ん
だ
。

⑴　
彼
は　
　

日
本
人
の　
　

卓
球
選
手
と
し
て　
　

史
上
初
の　
　

快
挙
を　
　

成
し
遂
げ
た
。

⑵　
大
雪
に
よ
る　
　

路
面
の　
　

凍
結
で　
　

高
速
道
路
の　
　

通
行
が　
　

規
制
さ
れ
た
。

私
が

込
め
た

プ
レ
ゼ
ン
ト
に

心
を

母
は

よ
ろ
こ
ん
だ
。



‒ 6 ‒ ‒ 5 ‒

アイ　ウエ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ　



‒ 6 ‒

第
二
問　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
「
非
常
時
」
と
い
う
な
ん
と
な
く
不
気
味
な
し
か
し
は
っ
き
り
し
た
意
味
の
わ
か
り
に
く
い
言
葉
が
は
や
り
だ
し
た
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら

で
あ
っ
た
か
思
い
出
せ
な
い
が
、
た
だ
近
来
何
か
し
ら
日
本
全
国
土
の
安
寧
を
脅
か
す
黒
雲
の
よ
う
な
も
の
が
遠
い
水
平
線
の
向
こ
う
側
か

ら
こ
っ
そ
り
の
ぞ
い
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
、
言
わ
ば
取
り
止
め
の
な
い
悪
夢
の
よ
う
な
不
安
の
陰
影
が
国
民
全
体
の
意
識
の
底
層
に※
１

揺よ
う

曳え
い

し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
不
安
の
渦
巻
の
回
転
す
る
中
心
点
は
と
言
え
ば
や
は
り
近
き
将
来
に
期
待
さ
れ
る
国
際

的
折
衝
の
難
関
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
不
安
を
さ
ら
に
あ
お
り
立
て
で
も
す
る
よ
う
に
、
今
年
に
な
っ
て
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
天
変
地
異
が※
２

踵く
び
す

を
次
い
で
わ
が
国
土
を
襲

い
、
そ
う
し
て
お
び
た
だ
し
い
人
命
と
財
産
を
奪
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
あ
の
恐
ろ
し
い
函は
こ

館だ
て

の
大
火
や
近
く
は
北
陸
地
方
の
水
害
の
記
憶

が
ま
だ
な
ま
な
ま
し
い
う
ち
に
、（　

⑴　
）
九
月
二
十
一
日
の
近
畿
地
方
大
風
水
害
が
突
発
し
て
、
そ
の
損
害
は
容
易
に
評
価
の
で
き
な

い
ほ
ど
甚
大
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
国
際
的
の
い
わ
ゆ
る
「
非
常
時
」
は
、
少
な
く
も
現
在
に
お
い
て
は
、
無
形
な
実
証
の
な
い

も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
天
変
地
異
の
「
非
常
時
」
は
最
も
具
象
的
な
眼
前
の
事
実
と
し
て
そ
の
惨
状
を
暴
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
家
の
う
ち
で
も
、
ど
う
か
す
る
と
、
直
接
の
因
果
関
係
の
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
不
幸
が
頻
発
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（　

⑵　
）
人
は
き
っ
と
何
か
し
ら
神
秘
的
な
因
果
応
報
の
作
用
を
想
像
し
て
祈き

祷と
う

や
厄
払
い
の
他
力
に
す
が
ろ
う
と
す
る
。
国
土
に
災
禍

の
続
起
す
る
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。（　

⑶　
）
統
計
に
関
す
る
数
理
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
一
家
な
り
一
国
な
り
に
あ
る
年
は
災
禍
が

重
畳
し
ま
た
他
の
年
に
は
全
く
無
事
な
回
り
合
わ
せ
が
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
純
粋
な
偶
然
の
結
果
と
し
て
も
当
然
期
待
さ
れ
う
る
「
自
然

変
異
」
の
現
象
で
あ
っ
て
、
別
に
必
ず
し
も
怪
力
乱
神
を
語
る
に
は
当
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。（　

⑷　
）
悪
い
年
回
り
は
い



‒ 8 ‒ ‒ 7 ‒

つ
か
は
回
っ
て
来
る
の
が
自
然
の
鉄
則
で
あ
る
と
覚
悟
を
定
め
て
、
良
い
年
回
り
の
間
に
充
分
の
用
意
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
実
に
明
白
す
ぎ
る
ほ
ど
明
白
な
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
た
こ
れ
ほ
ど
万
人
が
き
れ
い
に
忘
れ
が
ち
な
こ
と
も
ま
れ
で
あ
る
。
も

っ
と
も
こ
れ
を
忘
れ
て
い
る
お
か
げ
で
今
日
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
個
人

め
い
め
い
の
哲
学
に
任
せ
る
と
し
て
、
少
な
く
も
一
国
の
為
政
の
枢※
３

機
に
参
与
す
る
人
々
だ
け
は
、
こ
の
健
忘
症
に
対
す
る
診
療
を
常
々
怠

ら
な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

�

寺
田 

寅
彦
「
天
災
と
国
防
」　

※
１　

揺
曳
…
ゆ
ら
ゆ
ら
と
な
び
く
こ
と
。
後
ま
で
長
く
尾
を
引
い
て
残
る
こ
と
。

※
２　

踵
を
次
ぐ
（
接
ぐ
）
…
物
事
が
続
け
ざ
ま
に
起
き
る
こ
と
。

※
３　

枢
機
…
重
要
な
政
務
。

問
一　

―
線
部
「
こ
の
健
忘
症
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
七
十
字
以
内
（
句
読
点
を
含
む
）
で
答
え
な
さ
い
。

問
二　
（　

⑴　
）
～
（　

⑷　
）
に
入
る
接
続
語
を
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
選
び
、
さ
ら
に
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
後
の
ア

～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

【
接
続
語
】

　
ａ　
す
る
と　
　

ｂ　
し
か
し　
　

ｃ　
た
と
え
ば　
　

ｄ　
む
し
ろ　
　

ｅ　
さ
ら
に



‒ 8 ‒

【
説
明
】

ア　
具
体
例
を
挙
げ
て
い
る
。

イ　
空
所
前
文
の
話
の
流
れ
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
る
。

ウ　
空
所
前
文
と
比
較
し
て
、
空
所
後
文
を
選
択
し
て
い
る
。

エ　
空
所
前
文
を
前
提
に
、
空
所
後
文
を
付
け
加
え
て
い
る
。

オ　
空
所
前
文
の
内
容
に
対
し
て
、
空
所
後
文
が
予
想
さ
れ
た
結
果
に
な
る
。



‒ 10 ‒ ‒ 9 ‒

《
問
題
Ⅲ
》　
次
の
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

敗
戦
の
年
の
夏
の
こ
と
を
、
作
家
の
坂さ
か

口ぐ
ち

安あ
ん

吾ご

が
苦
々
し
く
書
い
て
い
る
。「
国
民
は
泣
い
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
陛へ
い

下か

の
命
令
だ
か
ら
、
忍

び
が
た
い
け
れ
ど
も
忍
ん
で
負
け
よ
う
、
と
言
う
。
嘘う
そ

を
つ
け
！
嘘
を
つ
け
！
嘘
を
つ
け
！
」。
わ
れ
ら
国
民
は
（　

⒜　
）
を
や
め
た
く

て
仕
方
が
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
と
。（「
続
堕
落
論
」）

Ａ　
天
皇
が
元
首
だ
っ
た
当
時
と
は
違
い
、（　

⒝　
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
現
代
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
似
た
よ
う
な
精
神
構
造
を
ど
こ

か
で
引
き
ず
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ｂ　
「（　

⑴　
）」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
投
票
に
も
行
か
ず
政
治
家
や
官
僚
に
従
う
こ
と
を
指
す
。
同
じ
よ
う
に
す
ご
く
大
事
な
こ
と

を
「
象
徴
の
務
め
」
に
ま
か
せ
て
、
考
え
る
の
を
怠
っ
て
こ
な
か
っ
た
か
。
天
皇
制
と
い
う
、（　

⒞　
）
と
は
や
や
異
質
な
仕
組
み

を
介
し
て
。

Ｃ　
日
本
人
の
そ
ん
な
振
る
ま
い
を
安
吾
は
、「（　

⑵　
）」
と
呼
ん
だ
。
死
に
た
く
な
い
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
ほ
し
い
と
切
に
欲
し
て

い
た
の
に
、
自
分
た
ち
で
は
何
も
言
え
ず
、（　

⒟　
）
の
行
動
と
価
値
観
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
。
自
ら
を
欺
く
行
為
に
等
し
い
と
、
安

吾
に
は
映
っ
た
。



‒ 10 ‒

Ｄ　
（　

⑶　
）
を
何
と
な
く
あ
り
が
た
が
り
、
と
き
に
、
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
る
。
そ
ん
な
姿
勢
を
少
し
ず
つ
変
え
て
い
く
時
期
が
、
来

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

Ｅ　
「（　

⑷　
）」
は
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
な
か
で
も
第
２
次
大
戦
の
戦
地
へ
の
訪
問
の
一
つ
ひ
と
つ
は
、

日
本
の
加
害
の
歴
史
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
試
み
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
平
和
憲
法
を
体
現
す
る
道
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
う

も
思
う
。
そ
の
営
み
は
、
天
皇
と
い
う
権
威
が
担
え
ば
す
む
こ
と
な
の
か
。

�

二
〇
一
九
年
四
月
二
十
五
日　

朝
日
新
聞
「
天
声
人
語
」　

第
一
問　
Ａ
か
ら
Ｅ
を
正
し
い
順
番
に
直
し
て
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

第
二
問　
（　

⑴　
）
～
（　

⑷　
）
に
入
る
言
葉
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
世
襲
に
由
来
す
る
権
威

イ　
お
ま
か
せ
民
主
主
義

ウ　
象
徴
と
し
て
の
務
め

エ　
歴
史
的
大
欺ぎ

瞞ま
ん

　



‒ 12 ‒ ‒ 11 ‒

第
三
問　
（　

⒜　
）
～
（　

⒟　
）
に
入
る
言
葉
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
民
主
主
義　
　

イ　
象
徴　
　

ウ　
戦
争　
　

エ　
権
威

第
四
問　

―
線
部
「
そ
ん
な
姿
勢
」
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
い
く
べ
き
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
か
。「
象
徴
の
務
め
」「
平
和
憲
法
」
の

言
葉
を
使
っ
て
、
五
十
五
字
以
内
（
句
読
点
を
含
む
）
で
ま
と
め
な
さ
い
。



‒ 12 ‒

《
問
題
Ⅳ
》　　
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

第
一
問　
次
の
語
句
を
並
べ
か
え
て
一
文
を
作
成
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
に
は
、
不
要
な
語
句
が
二
つ
ず
つ
あ
り
ま
す
。

⑴　
低
い
と　
　

現
在
の　
　

ア
ポ
ロ
11
号
の　
　

可
能
だ　
　

言
わ
れ
る　
　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の　
　

　
　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
よ
り　
　

性
能
は　
　

比
較
し
て　
　

。

⑵　
太
く
て　
　

吸
収
量
が　
　

排
出
の　
　

木
の　
　

高
い
ほ
ど　
　

多
い　
　

少
量
の　
　

幹
が　
　

　
　

二
酸
化
炭
素
の　
　

背
が　
　

。　

第
二
問　
次
の
文
章
を
六
十
五
字
以
内
（
句
読
点
を
含
む
）
で
要
約
し
な
さ
い
。

　

最
近
、
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
に
よ
る
体
へ
の
悪
影
響
に
つ
い
て
耳
に
す
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
は
白
色
に
見
え

る
太
陽
や
、
蛍
光
灯
の
光
に
も
含
ま
れ
て
お
り
、
私
た
ち
の
身
近
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の

は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
に
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
関
係
し
て
い
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
に
使
用
さ
れ
て
い
る
L
E
D
は
青
色
と
黄
色
の
2
色
の
光
だ

け
を
混
ぜ
て
白
色
を
つ
く
っ
て
い
る
た
め
、
多
く
の
色
か
ら
な
る
太
陽
や
蛍
光
灯
の
光
よ
り
も
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
の
影
響
は
光
源
か
ら
の
距
離
が
近
い
ほ
ど
大
き
く
な
る
の
で
、
同
じ
よ
う
に
L
E
D
が
使
用
さ
れ
て
い
る
テ
レ

ビ
よ
り
も
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
受
け
る
影
響
は
大
き
い
の
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
に
伴
い
、
ブ
ル
ー
ラ
イ
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ト
に
よ
る
体
へ
の
悪
影
響
に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

で
は
、
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
の
体
へ
の
悪
影
響
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

一
つ
目
が
眼
の
疲
れ
で
す
。
人
は
も
の
を
見
る
た
め
に
、
無
意
識
の
う
ち
に
網
膜
上
に
ピ
ン
ト
が
合
う
よ
う
に
眼
の
レ
ン
ズ
の
厚
さ
を
調

節
し
て
い
ま
す
が
、
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
を
多
く
含
む
も
の
は
ピ
ン
ト
を
合
わ
せ
づ
ら
く
、
常
に
ピ
ン
ト
調
節
機
能
が
働
い
た
状
態
に
な
っ
て
し

ま
う
た
め
、
眼
が
疲
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

二
つ
目
が
体
内
リ
ズ
ム
の
乱
れ
で
す
。
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
を
浴
び
る
と
脳
内
で
睡
眠
を
促
す
メ
ラ
ト
ニ
ン
と
い
う
物
質
が
分
泌
さ
れ
な
く
な

り
、
体
が
目
覚
め
て
活
動
的
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
自
体
は
全
く
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
朝
に
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
を
浴
び
て
体
を
目

覚
め
さ
せ
る
こ
と
は
、
体
内
リ
ズ
ム
を
整
え
て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
、
夜
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
用
し
て
ブ
ル
ー
ラ
イ
ト
を
浴
び
て
し
ま

う
と
、
脳
が
昼
間
だ
と
勘
違
い
し
て
メ
ラ
ト
ニ
ン
が
分
泌
さ
れ
ず
、
よ
く
眠
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

現
代
の
生
活
に
お
い
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
必
需
品
と
も
い
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
使
用
の
際
に
は
ブ
ル
ー

ラ
イ
ト
に
よ
る
体
へ
の
悪
影
響
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
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第
三
問　
次
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

私
は
何
を
措お

い
て
も
彫
刻
家
で
あ
る
。
彫
刻
は
私
の
血
の
中
に
あ
る
。
私
の
彫
刻
が
た
と
い
善
く
て
も
悪
く
て
も
、
私
の
宿
命
的
な
彫
刻

家
で
あ
る
事
に
は
変
り
が
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
そ
の
彫
刻
家
が
詩
を
書
く
。
そ
れ
に
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
か
。
以
前
よ
く
、
先
輩
は
私
に
詩
を
書
く
の
は
止
せ
と
い
っ
た
。

そ
う
い
う
余
技
に
と
ら
れ
る
時
間
と
精
力
と
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
だ
け
彫
刻
に
い
そ
し
ん
で
、
早
く
彫
刻
の
第
一
流
に
な
れ
と
い
う
風
に
忠

告
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
私
は
詩
を
書
く
事
を
止
め
ず
に
居
る
。

　

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
私
は
自
分
の
彫
刻
を
護
る
た
め
に
詩
を
書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
彫
刻
を
純
粋
で
あ
ら
し
め
る
た

め
、
彫
刻
に
他
の
分
子
の＊
夾き
ょ
う

雑ざ
つ

し
て
来
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
彫
刻
を
文
学
か
ら
独
立
せ
し
め
る
た
め
に
、
詩
を
書
く
の
で
あ
る
。
私
に
は

多
分
に
彫
刻
の
範
囲
を
逸
し
た
表
現
上
の
欲
望
が
内
在
し
て
い
て
、
こ
れ
を
如い
か
ん何
と
も
為
が
た
い
。
そ
の
欲
望
を
殺
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い

性
来
を
有
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
学
生
時
代
か
ら
随
分
悩
ま
さ
れ
た
。
若
し
私
が
此こ

の
胸
中
の
欲
望
を
言
葉
に
よ
っ
て
吐
き
出
す
事
を
し

な
か
っ
た
ら
、
私
の
彫
刻
が
此
の
表
現
を
ひ
き
う
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
勢
い
、
私
の
彫
刻
は
多
分
に
文
学
的
に
な
り
、
何
か
を
物
語
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
は
彫
刻
を
病
ま
し
め
る
事
で
あ
る
。
私
は
既
に
学
生
時
代
に
そ
う
い
う
彫
刻
を
い
ろ
い
ろ
作
っ
た
。
た
と
え

ば
、
サ
ー
カ
ス
の
子
供
の
悲
劇
を
主
題
と
し
て
群
像
を
作
っ
た
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
早
朝
に
浅
草
の
花
屋
敷
へ
虎
の
写
生
に
通
っ
て
い
た

頃
、
或あ

る
サ
ー
カ
ス
団
の
猛
訓
練
を
目
撃
し
て
、
そ
の
子
供
達
に
対
す
る
正
義
の
念
か
ら
構
図
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
泣
い
て
い
る
少
女
と

そ
れ
を
庇か
ば

っ
て
い
る
少
年
と
の
群
像
で
あ
っ
た
。
又
た
と
え
ば
、
着
物
が
吊つ
る

さ
れ
て
あ
る
大
き
な
浮
彫
を
作
っ
た
事
が
あ
る
。
そ
の
着
物
に

籠
る
妖
し
い
鬼
気
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
取
扱
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
多
分
に
鏡
花
式
の
文
学
分
子
を
含
ん
で
い
た
。
又
美
術
学
校
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の
卒
業
製
作
に
は
、
還
俗
せ
ん
と
す
る
僧
侶
を
作
っ
た
。
今
思
う
と
随
分
滑
稽
な
主
題
と
構
想
と
で
あ
っ
て
、
経
巻
を
破
棄
し
て
立
ち
上

り
、
甚
だ
俄に
わ
か

芝
居
じ
み
た
姿
態
が
与
え
ら
れ
て
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
風
に
私
は
ど
う
し
て
も
彫
刻
で
何
か
を
語
ら
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
愚
劣
な
彫
刻
の
病
気
に
気
づ
い
た
私
は
、
そ
の
頃
つ
い
に
短
歌
を
書
く
事
に
よ
っ
て
自
分
の
彫
刻
を
護
ろ
う
と
思
う
に
至

っ
た
。
そ
の
延
長
が
今
日
の
私
の
詩
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
私
の
短
歌
も
詩
も
、
叙
景
や
、
客
観
描
写
の
も
の
は
甚
だ
少
く
、
多
く
は
直
接
法

の
主
観
的
言
志
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
客
観
描
写
の
欲
望
は
彫
刻
の
製
作
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
私
の

詩
は
自
分
で
は
自
分
に
と
っ
て
の
一
つ
の
安
全
弁
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

�

高
村
光
太
郎
『
自
分
と
詩
と
の
関
係
』（
一
部
表
現
を
改
め
た
。）

　

＊
夾
雑
…
余
計
な
も
の
が
混
じ
り
こ
む
こ
と
。

問　

―
線
部
「
私
の
詩
は
自
分
で
は
自
分
に
と
っ
て
の
一
つ
の
安
全
弁
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
を
五
十
字

以
内
（
句
読
点
を
含
む
）
で
説
明
し
な
さ
い
。
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《
問
題
Ⅴ
》　
以
下
の
資
料
は
、
文
部
科
学
省
が
公
開
し
て
い
る
平
成
二
十
六
年
度
委
託
調
査
「
高
校
生
の
読
書
に
関
す
る
意
識
等
調
査
報

告
書
」
で
す
。
こ
れ
ら
の
資
料
と
会
話
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【資料１】　読書が好きかについての意識

とても好き
17.4% 

わりと好き
46.4% 

22.4%
好きではない
あまり

12.7%
好きではない

無回答　1.0% 

【資料２】　最近1 か月間に読んだ本の冊数
0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

【資料３】　夏休み期間に読んだ本の冊数

11.5
4冊

6.5
3冊2冊

12
1冊
18.5

0冊
51.4

（%）

（%）

17.6
4冊

8.3
3冊2冊

14.5
1冊
24.9

0冊
34.7
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着目した点 地域の図書館や書店・古書店が
家の近くや通学路の途中にある

いずれも家の近くや
通学路の途中にはない

この１か月に読んだ本が「0冊」
の割合 49.4% 58.3%

この１か月に読んだ本の平均冊数 1.79冊 1.4冊

夏休みに読んだ本が「0冊」の
割合 31.6% 45.5%

夏休みに読んだ本の平均冊数 3.03冊 2.24冊

普段学校のある日に紙の本を
「全く読まない」割合 51.1% 57.9%

学校のない休みの日に紙の本を
「全く読まない」割合 54.8% 64.3%

学校図書館（図書室）を「ほと
んど利用しない」の割合 60.9% 69.5%

地域の図書館（図書室）を「ほ
とんど利用しない」の割合 59.3% 77.0%

書店・古書店を「ほとんど利用
しない」割合 16.4% 37.1%

読書が好きかについて「とても
好き」「わりと好き」の合計割合 67.6% 54.9%

【資料４】　地域の図書館や書店・古書店との近接性と生徒の読書量等との関係
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【
会
話
文
】

さ
と
し
：
資
料
１
を
見
て
思
っ
た
け
れ
ど
、
高
校
生
は
み
ん
な
読
書
が
好
き
な
ん
だ
ね
。
み
ん
な
た
く
さ
ん
本
を
読
む
ん
だ
ろ
う
な
。

し
ん
じ
： 
資
料
２
を
見
る
と
、
そ
う
で
も
な
い
み
た
い
だ
。
読
書
が
好
き
な
人
が
多
い
割
に
は
、「
読
ん
だ
本
が
0
冊
」
の
割
合
が

（　

⑴　
）
と
思
う
な
。
資
料
１
の
デ
ー
タ
に
反
し
て
、
本
を
読
む
人
の
割
合
が
（　

⑵　
）
よ
。

か
お
り
：
資
料
１
の
デ
ー
タ
と
資
料
２
の
デ
ー
タ
、
一
見
す
る
と①
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
が
食
い
ち
が
っ
て
い
る
よ
う
ね
。

け
い
こ
： 

食
い
ち
が
う
理
由
は
、
資
料
２
、
３
、
4
を
見
れ
ば
わ
か
る
ね
。
本
が
好
き
な
人
た
ち
の
中
に
、②
時
間
や
機
会
が
な
く
て
本

を
読
め
な
い
人
が
い
る
せ
い
だ
と
思
う
。

第
一
問　
会
話
文
中
の
（　

⑴　
）・（　

⑵　
）
に
は
、
ア
「
高
い
」
ま
た
は
イ
「
低
い
」
ど
ち
ら
の
言
葉
が
入
り
ま
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

第
二
問　

―
線
部
①
「
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
が
食
い
ち
が
っ
て
い
る
よ
う
ね
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
資
料
を
も

と
に
六
十
字
以
内
（
句
読
点
を
含
む
）
で
答
え
な
さ
い
。
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第
三
問　

―
線
部
②
「
時
間
や
機
会
が
な
く
て
本
を
読
め
な
い
人
が
い
る
せ
い
だ
と
思
う
」
と
言
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
資
料
を
も
と

に
理
由
を
二
つ
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
五
十
字
以
内
（
句
読
点
を
含
む
）
で
述
べ
な
さ
い
。










