
第 回❸2019年度

Level 10

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 90 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
監督者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　
後
の
問
題
文
に
は
⑴
～
⑷
の
よ
う
な
論
理
的
に
誤
っ
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
⑴
～
⑷
に
該
当
す
る
誤
っ
た
箇
所
の
行
数

を
答
え
、
間
違
い
を
抜
き
出
し
、
正
し
い
形
に
直
し
な
さ
い
。

⑴　
指
示
語
の
使
い
方
が
間
違
っ
て
い
る
。

⑵　
助
詞
・
助
動
詞
の
使
い
方
が
間
違
っ
て
い
る
。

⑶　
接
続
語
が
間
違
っ
て
い
る
。

⑷　
読
点
の
打
ち
方
が
間
違
っ
て
い
る
。

第
二
問　
問
題
文
を
四
つ
の
段
落
に
分
け
て
、
第
二
、
三
、
四
段
落
の
最
初
の
七
字
（
句
読
点
・
記
号
等
を
含
む
）
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

【
問
題
文
】

　

封
建
時
代
と
近
代
と
を
区
別
す
る
物
差
し
の
一
つ
と
し
て
、
近
代
的
自
我
が
あ
り
ま
す
。
自
我
と
は
簡
単
に
言
う
と
、
自
分
と
い
う
意
識

の
こ
と
…
…
と
言
う
と
、「
何
だ
、
そ
ん
な
も
の
、
当
た
り
前
だ
」
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
実
の
と
こ
ろ
、
そ
う
思
う
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
す
で
に
近
代
的
自
我
を
獲
得
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
江
戸
時
代
を
想
起
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
封
建
時
代
で
は
、
集
団
と

個
人
と
の
明
確
な
区
別
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
集
団
か
ら
個
人
を
引
き
は
が
し
た
の
が
、
近
代
的
自
我
の
確
立
な
の
で
す
。
集
団
と
は

「
家
」
と
い
う
価
値
規
範
の
こ
と
で
す
。
江
戸
時
代
は
ま
だ
国
家
と
い
う
概
念
が
、
希
薄
で
武
士
階
級
の
人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
家
や
藩
と
い
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う
集
団
に
帰
属
し
て
い
ま
し
た
。
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
彼
ら
は
疑
い
も
な
く
「
忠
」
や
「
孝
」
と
い
う
価
値
規
範
を

挙
げ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
と
え
主
君
が
間
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
ど
の
主
君
に
仕
え
る
べ
き
と
す
る
の
が
「
忠
」。
こ
の
価
値
観
に
違

和
感
を
覚
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
私
た
ち
に
自
我
が
あ
る
か
ら
で
す
。
封
建
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
主
君
と
い
う
個
人
と
、
藩
と

い
う
集
団
と
の
区
別
が
な
い
の
で
す
か
ら
、
主
君
に
仕
え
る
こ
と
は
自
分
が
属
す
る
集
団
に
仕
え
る
こ
と
が
、
そ
れ
は
疑
う
余
地
の
な
い
こ

と
だ
っ
た
の
で
す
。「
お
家
一
大
事
」「
お
家
の
た
め
に
」
と
い
っ
た
言
葉
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
藩
と
い
う
の
は
大
き
な
「
家
」
に
他
な
り

ま
せ
ん
。
主
君
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
「
家
」
の
た
め
に
は
い
つ
で
も
腹
を
切
る
覚
悟
を
植
え
付
け
ら
れ
ま
す
。
個
人
よ
り
も
集
団
の
方
が
優

先
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
す
。「
孝
」
と
い
う
価
値
規
範
も
、
現
代
人
が
「
親
孝
行
」
と
い
う
言
葉
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
道
徳
観
と
は

意
味
合
い
が
異
な
り
ま
す
。「
親
」
と
は
家
長
の
こ
と
で
、
母
親
を
含
ん
だ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
と
い
う
集
団
と
家
長
と
い
う
個
人

と
は
分
離
で
き
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
家
長
に
殉
ず
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
家
と
い
う
集
団
に
尽
く
す
こ
と
で
し
た
。
明
治
に
な
っ
て
西
洋
的

な
価
値
規
範
が
日
本
に
広
が
る
に
つ
れ
、
次
第
に
集
団
か
ら
個
人
が
分
離
し
、
近
代
的
自
我
が
人
び
と
の
間
に
芽
生
え
始
め
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
は
確
か
に
人
々
を
集
団
の
束
縛
か
ら
解
放
し
、
自
由
を
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
彼
ら
は
西
洋
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の

よ
う
な
共
通
の
価
値
規
範
を
持
た
な
い
ま
ま
、「
忠
」
や
「
孝
」
と
い
う
価
値
規
範
を
手
放
し
た
結
果
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
が
分
か
ら

ず
途
方
に
く
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
集
団
に
尽
く
す
生
き
方
を
見
失
っ
た
彼
ら
は
、
手
っ
取
り
早
く
、
自
分
自
身
に
尽
く
す
こ
と
を
始
め

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
の
自
我
は
徐
々
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
へ
と
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
近
代
が
も
た
ら
し
た
も
う
一
つ
の
功

罪
は
、
彼
ら
の
中
に
今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
孤
独
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
で
す
。
封
建
時
代
で
は
、
彼
ら
は
故
郷
（
藩
）
や
家
と
い
う

集
団
と
一
体
化
し
て
い
た
の
で
、
孤
独
を
感
じ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
明
治
に
な
っ
て
、
故
郷
や
家
と
い
う
集
団
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
こ
と
で
、
彼
ら
は
深
い
孤
独
を
抱
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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《
問
題
Ⅱ
》　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

あ
る
秋
仏フ
ラ
ン
ス

蘭
西
か
ら
来
た
年
若
い
洋ピ
ア
ニ
ス
ト

琴
家
が
そ
の
国
の
伝
統
的
な
技
巧
で
豊
富
な
数
の
楽
曲
を
冬
に
か
け
て
演
奏
し
て
行
っ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
独ド
イ
ツ逸
の
古
典
的
な
曲
目
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
噂う
わ
さ

ば
か
り
で
稀ま
れ

に
し
か
聴
け
な
か
っ
た
多
く
の
仏
蘭
西
系
統
の
作

品
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。
私
が
聴
い
た
の
は
何
週
間
に
も
わ
た
る
六
回
の
連
続
音
楽
会
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ホ
テ
ル
の
ホ
ー
ル
が
会
場

だ
っ
た
の
で
聴
衆
も
少
な
く
、
そ
の
た
め
静
か
な
こ
ん
も
り
し
た
感
じ
の
な
か
で
聴
く
こ
と
が
で
き
た
。
回
数
を
積
む
に
つ
れ
て
私
は
会
場

に
も
、
周
囲
の
聴
衆
の
頭
や
横
顔
の
恰か
っ

好こ
う

に
も
慣
れ
て
、
教
室
へ
出
る
よ
う
な
親
し
さ
を
感
じ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
制
度
の
音
楽
会
を

好
も
し
く
思
っ
た
。

　

そ
の
終
わ
り
に
近
い
あ
る
※
ア
ー
ベ
ン
ト
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
日
私
は
い
つ
も
に
な
い
落
ち
つ
き
と
頭
の
澄
明
を
自
覚
し
な
が
ら
会
場

へ
は
い
っ
た
。
そ
し
て
第
一
部
の
長
い
ソ
ナ
タ
を
一
小
節
も
聴
き
落
す
ま
い
と
し
な
が
ら
聴
き
続
け
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
終
わ
っ
た
と
き
、

私
は
自
分
を
そ
の
ソ
ナ
タ
の
全
感
情
の
な
か
に
（　

⑴　
）
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
感
じ
た
。
私
は
そ
の
夜
床
へ
は
い
っ
て
か
ら
の

不
眠
や
、
不
眠
の
な
か
で
今
の
幸
福
に
倍
す
る
苦
痛
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
予
感
し
た
が
、
そ
の
時
私
の
陥
っ
て
い
た
深
い
感

動
に
は
そ
れ
は
何
の
響
き
も
与
え
な
か
っ
た
。

　

休
憩
の
時
間
が
来
た
と
き
私
は
離
れ
た
席
に
い
る
友
達
に
目
く
ば
せ
を
し
て
人
び
と
の
肩
の
間
を
屋
外
に
出
た
。
そ
の
時
間
私
と
そ
の
友

達
と
は
音
楽
に
何
の
批
評
を
す
る
で
も
な
く
黙
り
合
っ
て
煙
草
を
吸
う
の
だ
っ
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
私
達
の
間
で
き
ま
り
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
各
々
の
（　

⑵　
）
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
晩
そ
の
と
き
に
と
っ
て
は
非
常
に
似
つ
か
わ
し
か
っ
た
。
そ
う
し
て
黙
っ
て
気
を
鎮
め
て

い
る
と
私
は
自
分
を
捕
え
て
い
る
強
い
感
動
が
一
種
無
感
動
に
似
た
気
持
を
伴
っ
て
来
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
。
煙
草
を
出
す
。
口
に
く
わ
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え
る
。
そ
し
て
静
か
に
そ
れ
を
吹
か
す
の
が
、
い
か
に
も
「
何
の
変
わ
っ
た
こ
と
も
な
い
」
感
じ
な
の
で
あ
っ
た
。

―
燈
火
を
赤
く
反
映

し
て
い
る
夜
空
も
、
そ
の
な
か
に
と
き
ど
き
写
る
青
い
ス
パ
ー
ク
も
。
…
…
し
か
し
ど
こ
か
か
ら
き
こ
え
て
来
た
軽
は
ず
み
な
口
笛
が
い
ま

の
※
ソ
ナ
タ
に
何
回
も
繰
り
返
さ
れ
る
モ
テ
ィ
イ
フ
を
吹
い
て
い
る
の
を
き
い
た
と
き
、
私
の
心
が
鋭
い
（　

⑶　
）
に
か
わ
る
の
を
、
私

は
見
た
。

　

休
憩
の
時
間
を
残
し
な
が
ら
席
に
帰
っ
た
私
は
、
す
い
た
会
場
の
な
か
に
残
っ
て
い
る
女
の
人
の
顔
な
ど
を
ぼ
ん
や
り
見
た
り
し
な
が

ら
、
心
が
や
っ
と
少
し
ず
つ
寛
解
し
て
来
た
の
を
覚
え
て
い
た
。
し
か
し
や
が
て
ベ
ル
が
鳴
り
、
人
び
と
が
席
に
帰
っ
て
、
元
の
と
こ
ろ
へ

も
と
の
頭
が
並
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
れ
も
私
に
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
私
の
頭
は
な
に
か
凍
っ
た
よ
う
で
、
は
じ
ま
ろ

う
と
し
て
い
る
次
の
曲
目
を
へ
ん
に
重
苦
し
く
感
じ
て
い
た
。
こ
ん
ど
は
主
に
近
代
や
現
代
の
短
い
仏
蘭
西
の
作
品
が
次
つ
ぎ
に
弾
か
れ
て

い
っ
た
。

　

演
奏
者
の
白
い
十
本
の
指
が
あ
る
と
き
は
泡
を
噛か

ん
で
進
ん
で
ゆ
く
波
頭
の
よ
う
に
、
あ
る
と
き
は
戯
れ
合
っ
て
い
る
家
畜
の
よ
う
に
鍵

盤
に
挑
み
か
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
と
き
ど
き
演
奏
者
の
意
志
か
ら
も
鳴
り
響
い
て
い
る
音
楽
か
ら
も
遊
離
し
て
動
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
た
。
さ
て
突
然
何
を
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
か
と
思
う
と
私
の
耳
は
不
意
に
音
楽
を
離
れ
て
、
息
を
凝
ら
し
て
聴
き
入
っ
て
い
る

会
場
の
空
気
に
触
れ
た
り
し
た
。
よ
く
あ
る
こ
と
で
は
じ
め
は
気
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
終
わ
り
に
近
づ
い
て
ゆ
く
に
つ
れ

て
そ
れ
は
だ
ん
だ
ん
顕
著
に
な
っ
て
来
た
。
明
ら
か
に
今
夜
は
変
だ
と
私
は
思
っ
た
。
私
は
疲
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
う
で
は
な
か

っ
た
。
心
は
緊
張
し
過
ぎ
る
ほ
ど
緊
張
し
て
い
た
。
一
つ
の
曲
目
が
終
わ
っ
て
皆
が
拍
手
を
す
る
と
き
私
は
癖
で
大
抵
の
場
合
じ
っ
と
し
て

い
る
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
夜
は
こ
と
に
強
い
ら
れ
た
よ
う
に
凝
然
と
し
て
い
た
。
す
る
と
ど
よ
め
き
に
沸
き
返
り
ま
た
す
ー
っ
と
収
ま
っ
て

ゆ
く
場
内
の
推
移
が
、
な
に
か
一
つ
の
長
い
音
楽
の
な
か
で
起
る
こ
と
の
よ
う
に
私
の
心
に
写
り
は
じ
め
た
。
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そ
れ
は
人
び
と
の
喧け
ん

噪そ
う

の
な
か
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
き
、
両
方
の
耳
に
指
で
栓
を
し
て
そ
れ
を
開
け
た
り
閉
じ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
す

る
と
グ
ワ
ウ
ッ

―
グ
ワ
ウ
ッ

―
と
い
う
喧
噪
の
断
続
と
と
も
に
人
び
と
の
顔
が
み
な
無
意
味
に
見
え
て
ゆ
く
。
人
び
と
は
誰
も
そ
ん
な

こ
と
を
知
ら
ず
、
ま
た
そ
ん
な
な
か
に
陥
っ
て
い
る
自
分
に
気
が
つ
か
な
い
。

―
（　
　
　

A　
　
　

）
そ
れ
は
演
奏
者
の
右
手
が
高
い

ピ
ッ
チ
の
※

ピ
ア
ニ
ッ
シ
モ
に
細
か
く
触
れ
て
い
る
と
き
だ
っ
た
。
人
び
と
は
一
斉
に
息
を
殺
し
て
そ
の
微
妙
な
音
に
絶
え
入
っ
て
い
た
。

ふ
と
そ
の
完
全
な
窒
息
に
眼
覚
め
た
と
き
、
愕が
く

然ぜ
ん

と
私
は
し
た
の
だ
。

 

「
な
ん
と
い
う
不
思
議
だ
ろ
う
こ
の
石
化
は
？　

今
な
ら
、
あ
の
白
い
手
が
た
と
え
あ
の
上
で
殺
人
を
演
じ
て
も
、
誰
一
人
叫
び
出
そ
う
と

は
し
な
い
だ
ろ
う
」

　

私
は
寸
時
ま
え
の
拍
手
と
ざ
わ
め
き
と
を
あ
た
か
も
夢
の
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
た
。（　
　
　

B　
　
　

）
あ
ん
な
に
ざ
わ
め
い
て
い
た

人
び
と
が
今
の
こ
の
静
け
さ

―
私
に
は
そ
れ
が
不
思
議
な
不
思
議
な
こ
と
に
思
え
た
。
そ
し
て
人
び
と
は
誰
一
人
そ
れ
を
疑
お
う
と
も
せ

ず
ひ
た
む
き
に
音
楽
を
追
っ
て
い
る
。
言
い
よ
う
も
な
い
は
か
な
さ
が
私
の
胸
に
沁し

み
て
来
た
。
私
は
涯は
て

も
な
い
孤
独
を
思
い
浮
か
べ
て
い

た
。
音
楽
会

―
音
楽
会
を
包
ん
で
い
る
大
き
な
都
会

―
世
界
。
…
…
小
曲
は
終
わ
っ
た
。
木
枯
の
よ
う
な
音
が
一
し
き
り
過
ぎ
て
い
っ

た
。
そ
の
あ
と
は
ま
た
も
と
の
静
け
さ
の
な
か
で
音
楽
が
鳴
り
響
い
て
い
っ
た
。（　
　
　

C　
　
　

）
幾
た
び
と
な
く
人
び
と
が
わ
っ
わ

っ
と
な
っ
て
は
ま
た
す
ー
っ
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
夢
の
よ
う
だ
っ
た
。

　

最
後
の
拍
手
と
と
も
に
人
び
と
が
外が
い

套と
う

と
帽
子
を
持
っ
て
席
を
立
ち
は
じ
め
る
会
の
終
わ
り
を
、
私
は
病
気
の
よ
う
な
（　

⑷　
）
感
で

人
び
と
の
肩
に
伍ご

し
て
出
口
の
方
へ
動
い
て
行
っ
た
。
出
口
の
近
く
で
太
い
首
を
持
っ
た
背
広
服
の
肩
が
私
の
前
へ
立
っ
た
。

（　
　
　

D　
　
　

）
そ
し
て
そ
の
服
地
の
匂
い
が
私
の
寂せ
き

寥り
ょ
う

を
打
っ
た
と
き
、
何
事
だ
ろ
う
、
そ
の
威
厳
に
充
ち
た
姿
は
た
ち
ま
ち

（　

⑸　
）
し
て
あ
え
な
く
そ
の
場
に
仆た
お

れ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
私
の
意
志
か
ら
で
な
い
同
様
の
犯
行
を
何
人
も
の
心
に
加
え
る
こ
と
に
言



‒ 6 ‒

い
よ
う
も
な
い
憂
鬱
を
感
じ
な
が
ら
、
玄
関
に
私
を
待
っ
て
い
た
友
達
と
一
緒
に
な
る
た
め
に
急
い
だ
。
そ
の
夜
私
は
私
達
が
そ
れ
か
ら
い

つ
も
歩
い
て
出
る
こ
と
に
し
て
い
た
銀
座
へ
は
行
か
な
い
で
一
人
家
へ
歩
い
て
帰
っ
た
。（　
　
　

E　
　
　

）

�

梶
井 

基
次
郎 

「
器
楽
的
幻
覚
」

※
ア
ー
ベ
ン
ト
…
夕
方
か
ら
始
ま
る
音
楽
会
・
演
奏
会
な
ど
の
催
し
物
。

※
ソ
ナ
タ
…
器
楽
曲
の
一
形
式
。

※
ピ
ア
ニ
ッ
シ
モ
…
音
楽
用
語
で
、「
非
常
に
弱
く
」
の
意
味
。

第
一
問　
次
の
文
章
を
元
の
場
所
に
戻
し
て
、
そ
の
直
後
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

読
者
は
幼
時
こ
ん
な
悪
戯
を
し
た
こ
と
は
な
い
か
。

第
二
問　
（　

⑴　
）
～
（　

⑸　
）
に
入
る
言
葉
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
嫌
悪　
　

イ　
没
入　
　

ウ　
萎
縮　
　

エ　
寂せ
き

寥り
ょ
う　
　

オ　
孤
独



‒ 8 ‒ ‒ 7 ‒

第
三
問　
（　
　

A　
　

）
～
（　
　

E　
　

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

ア　
も
は
や
す
べ
て
が
私
に
は
無
意
味
だ
っ
た
。

イ　
ち
ょ
う
ど
そ
れ
に
似
た
孤
独
感
が
遂
に
突
然
の
烈
し
さ
で
私
を
捕
え
た
。

ウ　
私
の
予
感
し
て
い
た
不
眠
症
が
幾
晩
も
私
を
苦
し
め
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

エ　
そ
れ
は
私
の
耳
に
も
目
に
も
ま
だ
は
っ
き
り
残
っ
て
い
た
。

オ　
私
は
そ
れ
が
音
楽
好
き
で
名
高
い
侯
爵
だ
と
い
う
こ
と
を
す
ぐ
知
っ
た
。

第
四
問　
問
題
文
中
に
余
分
な
一
文
が
一
箇
所
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
文
の
初
め
の
五
字
（
句
読
点
を
含
む
）
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

第
五
問　

―
線
部
「
な
ん
と
い
う
不
思
議
だ
ろ
う
こ
の
石
化
は
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
石
化
」
と
は
、
具
体
的
に
何
が
ど
う
な
っ
た
こ
と

か
、
三
十
字
以
内
（
句
読
点
を
含
む
）
で
答
え
な
さ
い
。



‒ 8 ‒

《
問
題
Ⅲ
》　
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

第
一
問　
次
の
言
葉
を
並
べ
か
え
て
、
一
文
を
作
り
な
さ
い
。

⑴　
え
び
の　
　

姉
に
は　
　

あ
る　
　

か
に
と　
　

私
の　
　

ア
レ
ル
ギ
ー
が　
　

。

⑵　
さ
せ
る　
　

幼
児
に　
　

の
は　
　

漢
字
の　
　

効
果
的
だ　
　

覚
え　
　

読
み
を　
　

。

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

⑴　
権
利
が　
　

機
関
か
ら　
　

与
え
る　
　

得
る　
　

公
的
な　
　

政
治
を　
　

情
報
を　
　

国
民
に
は　
　

あ
る　
　

。

⑵　
国
政
の　
　

マ
ス
コ
ミ
か
ら　
　

勢
力
を　
　

あ
る　
　

報
道
す
る　
　

動
向
を　
　

役
割
が　
　

マ
ス
コ
ミ
に
は　
　

。

第
三
問　
次
の
言
葉
を
並
べ
か
え
て
、
一
文
を
作
り
な
さ
い
。

⑴　
蓮　
　

だ　
　

と　
　

僕　
　

生　
　

は　
　

君　
　

托　
　

と　
　

一　
　

。

⑵　
い　
　

の　
　

言　
　

語　
　

言　
　

は　
　

君　
　

壮　
　

発　
　

も　
　

大　
　

だ　
　

つ　
　

。



‒ 10 ‒ ‒ 9 ‒

第
四
問　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、（　
　

）
に
当
て
は
ま
る
二
字
の
漢
字
を
答
え
な
さ
い
。

　

部
下
が
無
能
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
他
に
示
し
て
、
対
照
的
に
自
分
の
価
値
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
見
当
違
い
で
あ
る
。

　

成
功
し
た
い
者
は
、（　
　

）
な
部
下
こ
そ
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

部
下
に
任
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
け
れ
ば
、
自
分
の
仕
事
に
専
念
で
き
る
か
ら
だ
。

第
五
問　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、（　
　

）
に
当
て
は
ま
る
二
字
の
言
葉
を
、
後
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
て
答
え
な
さ
い
。

　

時
流
に
抗
し
て
、
そ
の
姿
勢
を
貫
き
通
す
の
は
難
し
い
。

　

世
の
大
勢
に
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
。
と
き
に
は
そ
の
間
違
い
に
気
づ
い
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
志
を
同
じ
く
す
る
親
友
で
な
い
限
り
、
口
に
出
し
て
言
わ
な
い
方
が
身
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
を
公

言
す
れ
ば
、
即
ち
、（　
　

）
に
異
を
唱
え
た
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
世
の
中
に
は
意
見
を
否
定
さ
れ
た
だ
け
で
気
を
悪
く
す
る
人

た
ち
が
い
る
も
の
で
、
こ
れ
で
は
世
間
全
体
に
敵
を
増
や
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　　
世　
　

者　
　

衆　
　

個　
　

名　
　

民　
　

賢　
　

新



‒ 10 ‒

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

　

独
立
の
気
力
な
き
者
は
必
ず
人
に
依
頼
す
、
人
に
依
頼
す
る
者
は
必
ず
人
を
恐
る
、
人
を
恐
る
る
者
は
必
ず
人
に
諛へ
つ
ら

う
も
の
な
り
。
常
に

人
を
恐
れ
人
に
諛
う
者
は
（　

⑴　
）
こ
れ
に
慣
れ
、
そ
の
面
の
皮
、（　

⒜　
）
の
ご
と
く
な
り
て
、
恥
ず
べ
き
を
恥
じ
ず
、
論
ず
べ
き

を
論
ぜ
ず
、
人
を
さ
え
見
れ
ば
た
だ
腰
を
屈
す
る
の
み
。
慣
れ
た
る
こ
と
は
容
易
に
改
め
難
き
も
の
な
り
。（　

⑵　
）
今
、
日
本
に
て
平

民
に
苗
字
・
乗
馬
を
許
し
、
裁
判
所
の
風
も
改
ま
り
て
、
表
向
き
は
ま
ず
士
族
と
同
等
の
よ
う
な
れ
ど
も
、
そ
の
習
慣
に
わ
か
に
変
ぜ
ず
、

平
民
の
根
性
は
旧も
と

の
平
民
に
異
な
ら
ず
、
言
語
も
賤
し
く
応
接
も
賤
し
く
、
目
上
の
人
に
逢
え
ば
一
言
半
句
の
理
屈
を
述
ぶ
る
こ
と
能
わ

ず
、
立
て
と
言
え
ば
立
ち
、
舞
え
と
言
え
ば
舞
い
、
そ
の
柔
順
な
る
こ
と
家
に
飼
い
た
る
痩
せ
（　

⒝　
）
の
ご
と
し
。
実
に
無
気
無
力
の

鉄
面
皮
と
言
う
べ
し
。

　

昔
鎖
国
の
世
に
旧
幕
府
の
ご
と
き
窮
屈
な
る
政
を
行
な
う
時
代
な
れ
ば
、
人
民
に
気
力
な
き
も
そ
の
政
事
に
差
し
つ
か
え
ざ
る
の
み
な
ら

ず
（　

⑶　
）
便
利
な
る
ゆ
え
、
こ
と
さ
ら
に
こ
れ
を
（　

⒞　
）
に
陥
れ
、
無
理
に
柔
順
な
ら
し
む
る
を
も
っ
て
役
人
の
得
意
と
な
せ
し

こ
と
な
れ
ど
も
、
今
、
外
国
と
交
わ
る
の
日
に
至
り
て
は
こ
れ
が
た
め
大
な
る
弊
害
あ
り
。
た
と
え
ば
田
舎
の
商
人
ら
、
恐
れ
な
が
ら
外
国

の
交
易
に
志
し
て
横
浜
な
ど
へ
来
る
者
あ
れ
ば
、
ま
ず
外
国
人
の
骨
格
た
く
ま
し
き
を
見
て
こ
れ
に
驚
き
、
金
の
多
き
を
見
て
こ
れ
に
驚

き
、
商
館
の
洪こ
う

大だ
い

な
る
に
驚
き
、
蒸
気
船
の
速
き
に
驚
き
、
す
で
に
す
で
に
（　

⒟　
）
を
落
と
し
て
、
追
い
追
い
こ
の
外
国
人
に
近
づ
き

取
引
き
す
る
に
及
ん
で
は
、
そ
の
駆
引
き
の
す
る
ど
き
に
驚
き
、
あ
る
い
は
無
理
な
る
理
屈
を
言
い
か
け
ら
る
る
こ
と
あ
れ
ば
た
だ
に
驚
く

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
威
力
に
震
い
懼お
そ

れ
て
、
無
理
と
知
り
な
が
ら
大
な
る
損
亡
を
受
け
大
な
る
恥
辱
を
蒙こ
う
む

る
こ
と
あ
り
。
こ
は
一
人
の
損
亡

に
あ
ら
ず
、
一
国
の
損
亡
な
り
。
一
人
の
恥
辱
に
あ
ら
ず
、
一
国
の
恥
辱
な
り
。（　

⑷　
）
馬
鹿
ら
し
き
よ
う
な
れ
ど
も
、
先
祖
代
々
独



‒ 12 ‒ ‒ 11 ‒

立
の
気
を
吸
わ
ざ
る
町
人
根
性
、
武
士
に
は
窘く
る

し
め
ら
れ
、
裁
判
所
に
は
叱
ら
れ
、
一
人
扶
持
取
る
足
軽
に
逢
い
て
も
お
旦
那
さ
ま
と
崇
め

し
魂
は
腹
の
底
ま
で
腐
れ
つ
き
、
一
朝
一
夕
に
洗
う
べ
か
ら
ず
、
か
か
る
臆
病
神
の
手
下
ど
も
が
、
か
の
大
胆
不
敵
な
る
外
国
人
に
逢
い

て
、
胆
を
ぬ
か
る
る
は
無
理
な
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
こ
れ
（　

⑸　
）
内
に
居
て
独
立
を
得
ざ
る
者
は
外
に
あ
り
て
も
（　

⒠　
）
す
る
こ
と

能
わ
ざ
る
の
証
拠
な
り
。

�

福
沢 

諭
吉 

「
学
問
の
す
ゝ
め
」

第
一
問　
次
の
言
葉
を
元
の
場
所
に
戻
し
て
、
そ
の
直
後
の
五
字
（
句
読
点
･
記
号
等
を
含
む
）
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

い
わ
ゆ
る
「
習
い
、
性
と
な
る
」
と
は
こ
の
こ
と
に
て
、

第
二
問　

―
線
部
「
そ
の
習
慣
に
わ
か
に
変
ぜ
ず
」
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　
「
そ
の
習
慣
」
と
は
ど
ん
な
習
慣
か
、
自
分
の
言
葉
で
二
十
五
字
以
内
（
句
読
点
を
含
む
）
で
答
え
な
さ
い
。

⑵　

―
線
部
の
理
由
を
十
字
前
後
で
答
え
な
さ
い
。



‒ 12 ‒

第
三
問　
日
本
が
外
国
と
対
等
に
渡
り
合
え
な
い
の
は
、
幕
府
が
ど
の
よ
う
な
政
策
を
と
っ
た
か
ら
か
、
自
分
の
言
葉
で
四
十
字
以
内
（
句

読
点
を
含
む
）
で
答
え
な
さ
い
。

第
四
問　
（　

⑴　
）
～
（　

⑸　
）
に
入
る
言
葉
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
か
え
っ
て　
　

イ　
実
に　
　

ウ　
し
だ
い
に　
　

エ　
す
な
わ
ち　
　

オ　
た
と
え
ば

第
五
問　
（　

⒜　
）
～
（　

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

ア　
肝　
　

イ　
犬　
　

ウ　
独
立　
　

エ　
無
知　
　

オ　
鉄



‒ 14 ‒ ‒ 13 ‒

《
問
題
Ⅴ
》　
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

内
閣
府
の
世
論
調
査
に
よ
る
と
、「
豊
か
さ
」
に
対
す
る
国
民
の
意
識
は
こ
の
数
十
年
間
で
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
「
心

の
豊
か
さ
」
よ
り
「
物
の
豊
か
さ
」
を
重
視
す
る
人
が
多
か
っ
た
の
が
、
1
9
7
9
年
を
境
に
「
心
の
豊
か
さ
」
を
重
視
す
る
人
の
方
が
多

く
な
り
、
近
年
で
は
、「
心
の
豊
か
さ
」
を
重
視
す
る
人
の
割
合
が
「
物
の
豊
か
さ
」
を
重
視
す
る
人
の
約
2
倍
に
な
っ
て
い
ま
す
。

心の豊かさか、物の豊かさか

内閣府「令和元年度　国民生活に関する世論調査」より作成

0

10

20

30

40

50

60

70

19
72
年
1月

19
74
年
1月

19
76
年
1月

19
78
年
1月

19
80
年
1月

19
82
年
1月

19
84
年
1月

19
86
年
1月

19
88
年
1月

19
90
年
1月

19
92
年
1月

19
94
年
1月

19
96
年
1月

19
98
年
1月

20
00
年
1月

20
02
年
1月

20
04
年
1月

20
06
年
1月

20
08
年
1月

20
10
年
1月

20
12
年
1月

20
14
年
1月

20
16
年
1月

20
18
年
1月

（％）

心の豊かさ

物の豊かさ

どちらともいえない

わからない

安
定
成
長
期

高
度
経
済
成
長
期



‒ 14 ‒

第
一
問　
高
度
経
済
成
長
期
か
ら
安
定
成
長
期
に
か
け
て
、「
物
の
豊
か
さ
」
を
重
視
す
る
人
が
減
り
、「
心
の
豊
か
さ
」
を
重
視
す
る
人
が

増
え
て
き
た
理
由
を
考
察
し
、
次
の
言
葉
を
使
っ
て
百
五
十
字
以
内
（
句
読
点
等
を
含
む
）
で
答
え
な
さ
い
。

【
使
用
す
る
言
葉
】

①　
3
C　
　

②　
便
利　
　

③　
普
及

※
3
C
…
1
9
6
0
年
代
半
ば
の
い
ざ
な
ぎ
景
気
時
代
に
普
及
し
始
め
た
3
種
類
の
耐
久
消
費
財
（
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
、
ク
ー
ラ
ー
、
自
動
車
）
を
指
す
。

1
9
5
0
年
代
後
半
か
ら
「
三
種
の
神
器
」
と
し
て
普
及
し
た
白
黒
テ
レ
ビ
、
洗
濯
機
、
冷
蔵
庫
の
家
電
3
品
目
と
比
較
し
て
、「
新
・
三
種
の
神

器
」
と
も
言
わ
れ
る
。

第
二
問　
二
十
年
以
上
前
か
ら
現
在
ま
で
、「
心
の
豊
か
さ
」
を
重
視
す
る
人
の
割
合
が
「
物
の
豊
か
さ
」
を
重
視
す
る
人
の
約
2
倍
の
ま

ま
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
物
の
豊
か
さ
」
よ
り
「
心
の
豊
か
さ
」
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
現
代
の
ど
の
よ
う

な
面
に
現
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
次
の
言
葉
を
使
っ
て
百
五
十
字
以
内
（
句
読
点
等
を
含
む
）
で
答
え
な
さ
い
。

【
使
用
す
る
言
葉
】

①　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト　
　

②　
断
捨
離　
　

③　
モ
ノ
消
費　
　

④　
コ
ト
消
費




