
1 監督者の｢始め｣の合図があるまでは，開いてはいけません。

2 試験時間は，9時 00 分から 9時 50 分までの 50 分間です。

3 大きな問題は全部で 5問で，表紙を除いて 9ページです。

 また，別に解答用紙が１枚（両面）あります。

4 監督者の｢始め｣の合図があったら，すぐに受験番号をこの表紙に，

受験番号と氏名を解答用紙⑴，⑵のきめられた欄に書きなさい。

5　答えは，必ず解答用紙のきめられた欄に書きなさい。

 また，特に指示のあるもののほかは，各問いのア，イ，ウ，エのうちから

最も適当なものをそれぞれ一つ選んで，その記号を解答欄の（　　）の中に書

き入れなさい。

6 答えの字数が指示されている問いについては，句読点や「　　」などの符号

も字数に数えるものとします。

7 監督者の｢やめ｣の合図があったら，すぐやめて，筆記用具をおきなさい。

注　　　意

矢板中央高等学校
令和 7年度入学試験問題

受　験　番　号 番

国　　　　　語
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１　
 

次
の
1
、
2
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

1　

次
の　
　

線
の
部
分
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

　
　

⑴
　
洗
練
さ
れ
た
文
章
。　
　
　
　
　

⑵　

屈
折
し
た
感
情
。

　
　

⑶　

障
害
を
克
服
す
る
。　
　
　
　
　

⑷　

時
間
が
惜
し
い
。

　
　

⑸　

刀
を
研
ぐ
。

　

2　

次
の　
　

線
の
部
分
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。

　
　

⑴
　
シ
ョ
ウ
ダ
ン
が
ま
と
ま
る
。　
　

⑵　

温
室
サ
イ
バ
イ
の
野
菜
。

　
　

⑶　

も
う
少
し
の
シ
ン
ボ
ウ
だ
。　
　

⑷　

布
団
を
ホ
す
。

　
　

⑸　

核
心
に
セ
マ
る
。

２　

 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
1
か
ら
5
ま
で
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

か
つ
て
私
た
ち
は
、
人
間
た
ち
の
時
代
経
過
の
な
か
に
、
ひ
と
つ
の
歴
史
が

貫
か
れ
て
い
る
と
教
わ
っ
た
。
し
か
し
い
ま
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
歴
史
観
は

「
中
央
」
あ
る
い
は⑴�「
中
心
」の
成
立
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

　

た
と
え
ば
、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』は
、
古
代
王
朝
と
い
う「
中
央
」が
成

立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
歴
史
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
中
央
」
に
と
っ

て
は
、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』は
、「
正
史
」と
し
て
機
能
す
る
。

　
「
中
央
」の
成
立
は
、「
中
央
」の「
正
史
」を
、
す
な
わ
ち「
中
央
」が
物
語
っ
た

歴
史
を
成
立
さ
せ
た
。
そ
れ
は
古
代
王
朝
の
時
代
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

ど
の
時
代
に
も
成
立
す
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は「
正
史
」と
し
て
の「
私
史
」で
あ
る
。

　

問
題
は
こ
の
「
私
史
」
が
い
つ
「
日
本
史
」
に
変
わ
っ
た
の
か
で
あ
る
。
そ

れ
は
「
中
央
」の「
私
史
」が「
国
民
の
歴
史
」に
変
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
「
日
本
史
」、
あ
る
い
は「
フ
ラ
ン
ス
史
」と
か「
ア
メ
リ
カ
史
」の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
て
も
同
じ
こ
と
な
の
だ
け
れ
ど
、「
国
民
の
歴
史
」の
成
立
は
国
民
国
家

の
形
成
と
一
対
の
も
の
で
あ
っ
た
。「
中
央
」史
が
国
民
の
歴
史
に
転
ず
る
た
め

に
は
、
歴
史
を
共
有
し
た
国
民
と
い
う
擬ぎ
せ
い制
の
誕
生
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
国

民
が
「
中
央
」
と
結
ば
れ
た
存
在
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
史
が
国
史
、

あ
る
い
は
国
民
の
歴
史
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
と
き
多
様
に
展
開
し
て
い
た
歴
史
は
、
統
合
史
、
統
一
史
へ
と
統
合
さ

れ
た
。
歴
史
は
ひ
と
つ
の
も
の
に
な
り
、
国
民
に
と
っ
て
の
客
観
的
事
実
と
み

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
と
き
歴
史
学
は
、
客
観
的
事
実
の
中
味
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
。「
本
当
の

歴
史
」を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
書
こ
う
と
し
た
。　
　
　

、
統
合
さ
れ
た
歴

史
が
誕
生
し
た
と
い
う
、
そ
の
こ
と
の
意
味
を
問
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

　

国
民
国
家
、
す
な
わ
ち
人
間
を
国
民
と
し
て
一
元
的
に
統
合
し
て
い
く
国
家

は
、
国
民
の
言
語
、
国
民
の
歴
史
、
国
民
の
文
化
、
国
民
の
ス
ポ
ー
ツ
と
い
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
必
要
と
し
た
。
求
め
ら
れ
た
の
は
国
民
と
し
て
の
共
有

さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
国
民
の
歴
史
で
あ
り
、
私
た
ち
に
と
っ

て
は
日
本
史
で
あ
る
。
そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
歴
史
は
人
間
の
歴
史
と
し

て
書
か
れ
た
。

　

か
つ
て
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
し
て
い
た⑵�「
村
の
歴
史
」は
そ
の
よ
う
な
歴
史
で
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
自
然
と
人
間
が
交こ
う
さ
く錯
す
る
な
か
に
展
開
す
る
歴
史
で
あ
り
、

生
者
と
死
者
が
相
互
性
を
も
っ
て
展
開
し
て
い
く
歴
史
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら

「
村
」
と
は
生
き
て
い
る
人
間
の
社
会
の
こ
と
で
は
な
く
、
伝
統
的
に
は
、
自
然

と
人
間
の
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
生
の
空
間
と
死
の
空
間
が
重
な
り
合
う
な
か

に
展
開
す
る
世
界
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で「
中
央
の
歴
史
」と
し
て
の「
国
民
の
歴
史
」が
書
か
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
そ
の「
歴
史
」に
は
共
通
す
る
ひ
と
つ
の
性
格
が
付
与
さ
れ
た
。
現
在
を

過
去
の
発
展
し
た
か
た
ち
で
描
く
、
と
い
う
性
格
で
あ
る
。

　
「
中
央
の
歴
史
」と「
国
民
の
歴
史
」を
ダ
ブ
ら
せ
て
共
有
さ
せ
る
た
め
に
は
、

歴
史
は
多
少
の
問
題
は
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
良
い
方
向
に
動
い
て
い
る
と

い
う
、
も
う
ひ
と
つ
の
擬
制
を
成
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
過
去
よ
り
は
現

在
の
方
が
マ
シ
だ
と
い
う
感
覚
の
共
有
が
あ
っ
て
こ
そ
、「
中
央
の
歴
史
」、「
国

1

（
注
1
）

（
注
2
）
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民
の
歴
史
」
は
肯
定
的
な
合
理
性
を
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
簡
単
な
方
法
で
達
成
さ
れ
る
。
現
在
の
価
値
基
準
で
過
去
を
描
け
ば

よ
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
現
在
の
社
会
に
は
経
済
力
、
経
済
の
発
展
と
い
う

価
値
基
準
が
あ
る
。
こ
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
過
去
を
描
け
ば
、
過
去
は
経
済

力
が
低
位
な
社
会
で
あ
り
、
停て

い
た
い滞
し
た
社
会
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
あ
る
い

は
今
日
の
社
会
に
は
、
科
学
や
技
術
の
発
展
と
い
う
価
値
基
準
が
あ
る
。
そ
れ

を
基
準
に
す
る
な
ら
、
過
去
は
や
は
り
低
位
な
未
発
達
の
社
会
と
し
て
描
か
れ

る
。
人
権
と
い
う
今
日
の
価
値
基
準
に
し
た
が
っ
て
過
去
を
書
い
て
も
同
じ
こ

と
で
あ
ろ
う
し
、
市
民
社
会
の
発
展
と
い
う
価
値
基
準
か
ら
過
去
を
と
ら
え
て

も
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
過
去
の
社
会
は
、
今
日
的
な
意
味
で
の
経

済
力
や
科
学
、
技
術
、
人
権
、
市
民
社
会
と
い
っ
た
も
の
に
価
値
を
み
い
だ
さ

ず
に
展
開
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
今
日
の
基
準
か
ら
過
去
を
考
察
す
れ
ば
、
み

え
て
く
る
の
は「
遅
れ
た
社
会
」で
あ
る
。

　

こ
う
し
て⑶�
歴
史
は
無
意
識
の
う
ち
に
お
こ
な
わ
れ
る「
悪
意
」に
よ
っ
て
書
き

直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が「
私
た
ち
」に
は
こ
の
歴
史
が
正
統
な
歴
史
の

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら「
私
た
ち
」は
そ
の
価
値
基
準
を
共
有
し
て
い

て
、
こ
の
価
値
基
準
を
介
し
て
生
ま
れ
た「
実
感
」と
書
か
れ
た
歴
史
は
合
致
す

る
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
こ
の
精
神
の
展
開
は
、
現
在
の
価
値
基
準
か
ら
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
も

の
を
、
み
え
な
い
も
の
に
し
て
い
く
作
用
を
伴
う
。
た
と
え
ば
自
然
と
の
結
び

つ
き
の
な
か
に
歴
史
が
展
開
す
る
と
い
う
よ
う
な
歴
史
は
、
現
在
の
価
値
基
準

か
ら
は
「
み
え
な
い
歴
史
」に
変
わ
る
し
、
生
者
と
死
者
の
相
互
的
結
び
つ
き
の

な
か
に
展
開
す
る
歴
史
も
同
様
で
あ
る
。
キ
ツ
ネ
に
だ
ま
さ
れ
な
が
ら
形
成
さ

れ
て
き
た
歴
史
も
、
過
去
の
人
々
の
微
笑
ま
し
い
物
語
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。（

内う
ち
や
ま山
節た
か
し「
日
本
人
は
な
ぜ
キ
ツ
ネ
に
だ
ま
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
か
」か
ら
）　

　
（
注
1)　

私
史
＝
個
人
的
立
場
で
書
か
れ
た
歴
史
書
。

　
（
注
2)　

擬
制
＝
実
質
は
異
な
る
も
の
を
同
一
と
み
な
し
て
、
同
一
の
効
果
を
与
え

 

る
こ
と
。

　

1　

本
文
中
の 　
　
　

 

に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。

　
　

ア　
だ
か
ら　
　
　

イ　
し
か
し

　
　

ウ　
そ
し
て　
　
　

エ　
お
よ
び

2　
「
⑴�

中
心
」の
成
立　

と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
ど

れ
か
。

　
　

ア　
地
理
的
中
心
の
こ
と
。

　
　

イ　
文
化
的
中
心
の
こ
と
。

　
　

ウ　
精
神
的
中
心
の
こ
と
。

　
　

エ　
政
治
的
中
心
の
こ
と
。

3　
「
⑵�

村
の
歴
史
」は
そ
の
よ
う
な
歴
史
で
は
な
か
っ
た　

と
あ
る
が
、「
村
の

歴
史
」と
は
何
か
、
五
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

4　

歴
⑶�

史
は
無
意
識
の
う
ち
に
お
こ
な
わ
れ
る「
悪
意
」に
よ
っ
て
書
き
直
さ
れ

る
の
で
あ
る　

と
あ
る
が
、「
悪
意
」と
は
何
を
指
す
の
か
。

　
　

ア　
都
合
の
い
い
よ
う
に
過
去
を
改
ざ
ん
す
る
こ
と
。

　
　

イ　
国
民
の
歴
史
よ
り
中
央
の
歴
史
を
重
視
す
る
こ
と
。

　
　

ウ　
現
在
の
価
値
基
準
で
過
去
を
評
価
す
る
こ
と
。

　
　

エ　
不
確
か
な
情
報
は
あ
え
て
歴
史
に
残
さ
な
い
こ
と
。
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5　

こ
の
文
章
に
つ
い
て
あ
る
生
徒
が
次
の
よ
う
に
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
た
。
こ

れ
を
見
て
、
後
の
Ⅰ
、
Ⅱ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

「
中
央
の
歴
史
」が
国
民
に
と
っ
て
の 　

Ｘ　

 

事
実
と
な
っ
た
が
、

そ
も
そ
も「
中
央
の
歴
史
」と
は
中
央
の
視
点
か
ら
見
た
歴
史
に
過
ぎ

な
い
。

➡

さ
ま
ざ
ま
に
展
開
し
て
い
た「
村
の
歴
史
」の
よ
う
に
、
本
来
な
ら
ば

た
だ
一
つ
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
な
い
。

➡

「
中
央
の
歴
史
」は
現
在
の
価
値
基
準
で
過
去
を
描
い
て
い
る
の
で

｢

私
た
ち｣

は
こ
の
歴
史
が
正
統
な
も
の
だ
と
感
じ
る
。
そ
の
た
め
、

現
在
の
価
値
基
準
で
と
ら
え
ら
れ
な
い
も
の
は　

 
Ｙ 　

に
な
っ
て

し
ま
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
通
し
て　

 

Ｚ 　

と
い
う
こ
と
を
読
む
人
に
伝
え

よ
う
と
し
て
い
る
。

　

Ⅰ　

 　

Ｘ　

 

、 　

Ｙ　

 

に
入
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら 　

Ｘ　

 

は
三
字
、

　
　
　

 　

Ｙ　

 

は
八
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

　

Ⅱ　

 　

Ｚ　

 

に
入
る
内
容
は
ど
れ
か
。

ア　
現
代
に
至
る
ま
で
に
経
済
や
社
会
は
発
展
し
て
き
た
が
、
そ
れ
に
伴
い

切
り
捨
て
ら
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る

イ　
人
間
の
歴
史
と
は
自
然
を
破
壊
し
支
配
し
て
き
た
歴
史
で
も
あ
る
の
で
、

日
本
の
発
展
の
た
め
の
必
要
な
犠
牲
で
あ
る

ウ　
忘
れ
去
ら
れ
た
歴
史
こ
そ
が
日
本
人
の
精
神
の
根
幹
に
あ
っ
た
大
切
な

部
分
な
の
で
、
そ
の
精
神
を
取
り
戻
す
た
め
に
手
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る

エ　
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
の
た
め
に
も
経
済
の
発
展
に
ば
か
り
目
を
向

け
な
い
で
、
自
然
の
回
復
や
環
境
の
維
持
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
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４ 　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
1
か
ら
5
ま
で
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
「
私
」は
図
書
室
で
同
じ
学
年
の
宇う

の野
緒つ
ぐ

美み

に
、
捜
し
て
い
る
本
の
事
を
尋
ね
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
帰
り
道
に
緒
美
の
人
柄
や
、
中
学
時
代
の
同
級
生
、
柳
や
な
ぎ

沢さ
わ

真ま

琴こ
と

に
つ
い
て
思

い
を
巡
ら
せ
る
の
だ
っ
た
。

　

私
は
手
に
図
書
カ
ー
ド
を
持
ち
な
が
ら
、
書
棚
の
前
を
右う

往お
う

左さ

往お
う

し
て
い
た
。
そ

の
カ
ー
ド
は
、
柳
沢
真
琴
の
も
の
だ
。

　

中
学
生
に
な
っ
て
か
ら
、
読
書
好
き
と
表
向
き
の⑴�
き
ち
ょ
う
め
ん
な
性
格
を
か
わ

れ
て
、
図
書
委
員
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
私
は
、
い
つ
と
は
な
く
彼
女
の
図
書
カ
ー
ド

に
注
目
し
だ
し
た
。
彼
女
の
図
書
カ
ー
ド
は
着
実
に
書
名
が
書
き
込
ま
れ
、
一
学
期

に
一
枚
の
割
で
更
新
さ
れ
た
。
私
は
何
の
目
的
も
な
い
ま
ま
に
、
お
そ
ら
く
は
単
な

る
感
傷
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
使
用
済
み
の
彼
女
の
カ
ー
ド
を
集
め
た
。
彼
女
の
カ
ー

ド
を
見
、
集
め
た
い
た
め
に
、
私
は
一
年
か
ら
三
年
ま
で
図
書
委
員
に
立
候
補
し
た
。

　

三
年
間
で
十
二
枚
が
集
ま
っ
た
。
一
枚
が
二
十
冊
分
だ
か
ら
、
二
百
四
十
冊
は
学

校
の
図
書
室
か
ら
借
り
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
自
分
で
買
い
求
め
た
本
も
あ
る
だ
ろ

う
か
ら
、
彼
女
は
た
い
へ
ん
な
読
書
家
だ
っ
た
わ
け
だ
。

　

べ
つ
べ
つ
の
高
校
に
離
れ
て
か
ら
は
、
さ
し
て
親
し
く
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
口
を

き
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
私
と
彼
女
を
つ
な
ぐ
糸
は
、
完
全
に
切
れ
た
。

　

そ
の
た
め
だ
ろ
う
。

　

彼
女
を
し
の
ぶ
よ
す
が
に
と
、他
意
な
く
集
め
て
い
た⑵�
彼
女
の
図
書
カ
ー
ド
を
追
っ

て
い
く
の
を
思
い
つ
い
た
。

　

現
在
高
校
二
年
の
私
に
は
、
読
む
べ
き
本
、
読
み
た
い
本
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
彼
女
の
カ
ー
ド
を
追
っ
て
い
く
と
い
っ
て
も
、
遅ち

ち々

と
し
て
進
ま
ず
、
三

枚
目
を
や
っ
と
過
ぎ
よ
う
や
く
四
枚
目
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
。
中
に
は
、
す
で
に

読
ん
だ
本
も
あ
っ
た
が
、
飛
ば
さ
ず
に
忠
実
に
読
む
こ
と
に
し
て
い
た
。
口
は
ば
っ

た
い
こ
と
だ
が
、
彼
女
の
精
神
の
軌き

跡せ
き
、
と
で
も
い
っ
た
も
の
を
、
少
し
な
り
と
も

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
と
い
う
気
持
ち
が
働
い
て
い
た
た
め
で
も
あ
る
。

3

「
何
の
本
捜
し
て
い
る
ん
だ
い
、
小お

だ田
桐ぎ
り
さ
ん
」

　

ふ
り
返
る
と
、
同
じ
二
年
生
の
宇
野
緒
美
が
立
っ
て
い
た
。

「『
銀
の
匙さ
じ

』よ
」

「『
銀
の
匙
』か
。
中な
か

勘か
ん
す
け助
だ
っ
け
」

「
知
っ
て
る
の
」

　

私
は
少
し
驚
い
て
尋た
ず

ね
た
。

　

実
は
、
彼
女
の
図
書
カ
ー
ド
を
見
る
ま
で
、
私
は『
銀
の
匙
』な
ど
と
い
う
本
の
こ

と
は
、
全
然
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
き
の
う
、
家
庭
百
科
事
典
の
文
学
の
巻
を
開
き
、

確
か
め
て
み
て
初
め
て
知
っ
た
の
で
あ
る
。

　

少
な
か
ら
ず
読
書
家
を
自
認
し
て
い
た
私
は
、
軽
い
衝
撃
と
と
も
に
興
味
を
持
っ

て
緒
美
を
見
た
。
音
楽
、美
術
、書
道
の
選
択
科
目
で
同
じ
美
術
を
取
っ
て
い
る
た
め
、

隣
の
ク
ラ
ス
の
人
で
あ
り
な
が
ら
顔
と
名
前
だ
け
は
知
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
上
の

こ
と
は
何
も
知
ら
な
か
っ
た
。

 

「『
銀
の
匙
』は
、
学
校
の
図
書
室
に
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
よ
。
ぼ
く
も
一
年
の
と
き

捜
し
た
け
ど
、
な
か
っ
た
か
ら
買
っ
た
ん
だ
」

　

ま
⑶�

す
ま
す
意
外
な
こ
と
で
あ
る
。
一
年
の
と
き
捜
し
た
、
と
い
う
の
を
聞
き
、
軽
⑷�

い
嫉し

っ
と妬

を
覚
え
た
。

 

「
文
庫
本
で
出
て
る
よ
。
安
い
し
、
買
っ
た
ら
。
そ
れ
と
も
あ
す
で
よ
け
れ
ば
、
持
っ

て
こ
よ
う
か
」

　

緒
美
は
ご
く
平
素
の
口
調
で
そ
う
い
っ
た
。

　

つ
い
一
昨
日
、
大た
い
ま
い枚
千
五
百
円
を
投
じ
て
単
行
本
を
買
っ
た
ば
か
り
の
私
は
、
た

と
え
百
円
と
い
え
ど
痛
い
出
費
だ
っ
た
。そ
の
本
も
ま
だ
読
み
き
っ
て
い
な
い
し
、『
銀

の
匙
』は
い
ま
す
ぐ
読
み
た
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
い
ろ
い
ろ
考
え
た
末
、
彼

の
申
し
出
を
快
こ
こ
ろ
よく
受
け
る
こ
と
に
し
た
。

 
「
あ
り
が
た
く
貸
し
て
い
た
だ
く
わ
。
Ｂ
組
だ
っ
た
わ
ね
。
あ
す
、
受
け
取
り
に
行

き
ま
す
」

　

そ
う
い
っ
て
歩
き
だ
そ
う
と
す
る
私
を
、
緒
美
は
な
お
も
呼
び
止
め
た
。

 

「
ほ
か
の
本
借
り
な
い
の
か
。
手
に
古
い
図
書
カ
ー
ド
持
っ
て
い
る
け
ど
、『
銀
の
匙
』

（
注
1
）
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を
ぬ
か
し
て
、
次
の
を
借
り
れ
ば
い
い
の
に
」

「
順
を
追
わ
な
く
ち
ゃ
だ
め
な
の
よ
」

　

私
は
苦
笑
し
て
答
え
た
。

　

自
分
の
奇
妙
な
読
書
の
道
筋
を
、
指
摘
さ
れ
た
の
が
て
れ
く
さ
か
っ
た
。
だ
れ
の

目
か
ら
見
て
も
、
こ
ん
な
方
法
は
奇
怪
だ
っ
た
。
私
自
身
が
よ
く
承
知
し
て
い
た
。

し
か
し
、
彼
女
の
図
書
カ
ー
ド
の
順
を
追
っ
て
ゆ
き
た
い
自
分
の
心
を
、
私
は
ど
う

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
。

 

「
愛
す
る
人
の
図
書
カ
ー
ド
を
追
っ
て
ゆ
く
な
ん
て
、
ず
い
ぶ
ん
と
古こ

風ふ
う

で
情
熱
的

だ
な
」

　

緒
美
は
、
小
さ
な
笑
い
を
浮
か
べ
な
が
ら
い
っ
た
。
か
ら
か
っ
て
は
い
る
の
だ
ろ

う
が
、
下げ

卑び

た
あ
て
つ
け
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
心
安
く
笑
い
を
返
す
こ
と

が
で
き
た
。

「
残
念
で
し
た
。
こ
れ
は
中
学
時
代
の
同
級
生
の
も
の
よ
。
し
か
も
女
の
子
の
」

「
ぼ
く
が
い
う
の
は
、
広
い
意
味
の
愛
さ
。
異
性
間
の
だ
け
じ
ゃ
な
く
」

　

緒
美
は
な
ん
の
て
ら
い
も
な
く
、
さ
ら
り
と
そ
う
い
っ
て
か
ら
、
は
っ
と
し
た
よ

う
な
表
情
で
私
を
見
た
。

 

「
ご
め
ん
、
少
し
キ
ザ
だ
っ
た
か
な
。
昨
夜
、
徹
夜
で『
知
と
愛
』を
読
ん
だ
せ
い
か
、

思
考
が
影
響
さ
れ
て
る
な
あ
。
自
己
批
判
、
自
己
批
判
」

　

そ
う
い
っ
て
、
て
れ
く
さ
そ
う
に
自
分
の
頭
を
ご
つ
ん
、
と
げ
ん
こ
つ
で
叩
い
た
。

　

優
し
い
人
な
の
だ
な
、
と
思
う
と
同
時
に
、
緒
美
の
鋭
⑸�

さ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
、

驚
き
に
似
た
思
い
が
起
こ
っ
た
。

　

私
と
緒
美
は
、
そ
の
場
で
会え

釈し
ゃ
くを
し
て
別
れ
、
私
は
学
校
を
出
た
。

　

歩
い
て
ゆ
く
う
ち
に
、
緒
美
の
言
葉
が
心
に
ひ
っ
か
か
っ
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
。

　

ぼ
く
が
い
う
の
は
、
広
い
意
味
の
愛
さ
、
異
性
間
の
だ
け
じ
ゃ
な
く 

─
─
─
。

 

『
知
と
愛
』は
す
で
に
私
も
読
ん
で
い
た
。
確
か
に
、
あ
れ
を
読
ん
だ
直
後
だ
と
、

あ
あ
い
う
セ
リ
フ
が
出
て
く
る
の
も
ム
リ
は
な
い
。
緒
美
は
、
自
分
で
い
う
よ
う
に
、

他
意
な
く
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
あ
の
言
葉
は
、
ど
こ
か
で
い
い
当
て
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
私

は
自
分
の
心
を
の
ぞ
き
込
み
な
が
ら
思
っ
た
。

　

彼
女
を
愛
す
る
。

　

そ
れ
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
反
面
、
な
る
ほ
ど
と
受
け

入
れ
ら
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

私
は
彼
女
を
愛
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
が
た
と
え
愛
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
多
分
に
自
己
愛
的
な
も
の
だ
。
な

ぜ
な
ら
、
彼
女
は
覆
い
を
取
っ
た
私
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

　

私
は
、
嘘
の
な
い
私
自
身
が
、
現
実
の
中
で
ど
れ
ほ
ど
誤
解
さ
れ
、
傷
つ
き
、
や

が
て
崩
壊
し
て
ゆ
く
か
を
こ
の
目
で
見
て
き
た
。
覆
い
を
つ
け
た
私
は
、
人
び
と
の

意
見
に
同
調
し
、
自
分
の
考
え
を
笑
い
で
ご
ま
か
し
、
い
つ
も
グ
ル
ー
プ
の
ひ
と
り

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
目
立
た
ず
、
表
向
き
は
き
ち
ょ
う
め
ん
な
性
格
と
思
わ
れ
、
だ

れ
に
で
も
優
し
く
愛あ
い

想そ

が
よ
か
っ
た
。
人
び
と
の
受
け
は
よ
か
っ
た
。
私
は
そ
ん
な

生
活
に
、い
く
ぶ
ん
の
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
な
が
ら
も
満
足
し
て
い
た
。あ
る
い
は
、

し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

彼
女
、
柳
沢
真
琴
が
、
そ
う
い
う
私
と
同
じ
コ
ー
ス
を
歩
み
は
じ
め
る
ま
で
、
そ

の
安
全
な
生
活
の
醜
み
に
くさ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。

　
（
氷ひ

室む
ろ

冴さ
え

子こ
「
さ
よ
う
な
ら
ア
ル
ル
カ
ン
」か
ら
）　

（
注
1
） 

図
書
カ
ー
ド
＝
図
書
室
で
本
を
貸
し
出
す
際
に
使
う
カ
ー
ド
。
一
人
に
つ
き

 

一
枚
発
行
さ
れ
、
貸
し
出
し
状
況
な
ど
を
管
理
す
る
た
め
の

 

も
の
。
個
人
の
読
書
記
録
が
カ
ー
ド
に
残
る
。

1　

き
⑴�

ち
ょ
う
め
ん　

の
意
味
と
し
て
適
切
で
な
い
も
の
は
ど
れ
か
。

　
　

ア　
行
動
や
性
格
が
規
則
正
し
く
き
ち
ん
と
し
て
い
る
よ
う
す
。　
　

　
　

イ　
さ
さ
い
な
物
事
に
も
感
じ
や
す
く
情
緒
が
不
安
定
な
よ
う
す
。　
　

　
　

ウ　
細
や
か
に
気
が
つ
き
面
倒
く
さ
が
ら
ず
に
立
ち
働
く
よ
う
す
。　

　
　

エ　
約
束
を
守
り
仕
事
を
し
っ
か
り
こ
な
す
よ
う
す
。　



− 6−

2　

彼
⑵�

女
の
図
書
カ
ー
ド
を
追
っ
て
い
く　

と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い

る
部
分
を
六
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
初
め
の
五
字
を
答
え
な
さ
い
。

3　

ま
⑶�

す
ま
す
意
外
な
こ
と
で
あ
る　

と
あ
る
が
、
何
が
ま
す
ま
す
意
外
だ
っ
た

の
か
、
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
六
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

4　

軽
⑷�

い
嫉
妬
を
覚
え
た　

と
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て

五
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

5　

鋭
⑸�

さ
の
よ
う
な
も
の　

と
あ
る
が
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
の
か
。

そ
の
心
情
に
合
っ
て
い
る
も
の
は
ど
れ
か
。

ア　
話
し
た
こ
と
も
な
い
の
に
、
や
け
に
な
れ
な
れ
し
く
話
し
か
け
て
く
る
と
感

じ
た
か
ら
。

イ　
話
し
た
こ
と
も
な
い
の
に
緒
美
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
自
分
の
感

情
を
言
い
当
て
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら
。

ウ　
話
し
た
こ
と
も
な
い
の
に
全
然
そ
ん
な
気
が
せ
ず
、
す
ぐ
に
も
打
ち
解
け
ら

れ
る
と
感
じ
た
か
ら
。

エ　
話
し
た
こ
と
も
な
く
、
お
互
い
見
え
な
い
壁
を
作
り
な
が
ら
会
話
を
し
て
い

る
の
が
わ
か
り
、
と
て
も
疲
れ
た
と
感
じ
た
か
ら
。

　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
1
か
ら
4
ま
で
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（　
　

の
左
側
は

現
代
語
訳
で
あ
る
。）

　

あ
る
人
い
は
く
、
人
は
慮
お
も
ん
ば
かり
な
く
、
い
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
口
疾と

く
い
ひ
出
し
、
人

の
短
き
を
そ
し
り
、
し
た
る
こ
と
を
難
じ
、
隠
す
こ
と
を
顕

あ
ら
はし
、
恥
ぢ
が
ま
し
き
こ

と
を
た
だ
す
。
こ
れ
ら
す
べ
て
、
あ
る
ま
じ
き
わ
ざ
な
り
。
わ
れ
は
な
に
と
な
く
い

4

ひ
散
ら
し
て
、⑴�
思
ひ
も
い
れ
ざ
る
ほ
ど
に
、
い
は
る
る
人
、
思
ひ
つ
め
て
、
い
き
ど

ほ
り
深
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
は
か
ら
ざ
る
に
、
恥
を
も
あ
た
へ
ら
れ
、
身
果
つ
る
ほ
ど

の
大
事
に
も
及
ぶ
な
り
。
笑
み
の
中
の
剣
は
、
さ
ら
で
だ
に
も
お
そ
る
べ
き
も
の
ぞ

か
し
。
心
得
ぬ
こ
と
を
悪
し
ざ
ま
に
難
じ
つ
れ
ば
、
か
へ
り
て
身
の
不
覚
あ
ら
は
る

る
も
の
な
り
。

　

お
ほ
か
た
、
口
軽
き
者
に
な
り
た
れ
ば
、「
そ
れ
が
し
に
、
そ
の
こ
と
な
聞
か

せ
そ
。
か
の
者
に
な
見
せ
そ
」な
ど
い
ひ
て
、
人
に
心
を
お
か
れ
、
隔
て
ら
る
る
、

く
ち
を
し
か
る
べ
し
。
ま
た
、
人
の
つ
つ
む
こ
と
の
、
お
の
づ
か
ら
も
れ
聞
え
た
る

に
つ
け
て
も
、「
か
れ
離
れ
じ
」な
ど
疑
は
れ
む
、
面め

ん
ぼ
く目
な
か
る
べ
し
。

　

し
か
れ
ば
、
か
た
が
た
人
の
上
を
つ
つ
む
べ
し
。⑵�
多
言
留と

ど
む
べ
き
な
り
。

（｢

十
訓
抄｣

か
ら
）　

1　
い
き
ど
ほ
り　

は
現
代
で
は
ど
う
読
む
か
。
現
代
か
な
づ
か
い
を
用
い
て
、

　

す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

2　
思
⑴�

ひ
も
い
れ
ざ
る
ほ
ど
に　

の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。

　
　

ア　
思
い
悩
む
ま
で
も
な
い
こ
と
で
も

　
　

イ　
思
い
入
れ
が
大
変
強
い
こ
と
で
も

　
　

ウ　
気
に
も
と
め
て
い
な
い
こ
と
で
も

　
　

エ　
気
に
し
す
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
で
も

（
よ
く
考
え
も
し
な
い
で
）

（
べ
ら
べ
ら
と
し
ゃ
べ
っ
た
り
）

（
う
わ
べ
で
は
笑
っ
て
い
な
が
ら
、
心
中
で
は
悪
意
に
満
ち
て
い
る
こ
と
）

（
警
戒
さ
れ
る
）

（
残
念
で
あ
る
に
違
い
な
い
）

（
あ
の
人
が
か
ら
ん
で
い
る
）
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3　

多
⑵�

言
留
む
べ
き
な
り　

と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
ま
と
め
た
次
の
文
の 

　
　
　

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
九
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

　

自
分
で
は
何
と
な
く
言
っ
た
つ
も
り
で
も
、
相
手
は
考
え
込
ん
で
悩
み
、
そ

れ
が
激
し
い
怒
り
と
な
れ
ば「　
　
　
　

」に
な
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、お
し
ゃ

べ
り
が
過
ぎ
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

4　
次
の
会
話
文
は
、こ
の
文
章
を
読
ん
だ
生
徒
の
会
話
で
あ
る
。こ
れ
を
読
ん
で
Ⅰ
、

Ⅱ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

生
徒
Ａ　
「
こ
の
文
章
は
、
私
た
ち
に
ど
ん
な
こ
と
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か

な
。」

　

生
徒
Ｂ　
「
よ
く
考
え
ず
に
言
葉
を
発
す
る
こ
と
や
、
相
手
が
言
わ
れ
た
く
な

い
こ
と
を
べ
ら
べ
ら
し
ゃ
べ
る
こ
と
は
、
良
く
な
い
こ
と
だ
と

述
べ
て
い
る
よ
ね
。」

　

生
徒
Ｃ　
「
そ
れ
に
、
べ
ら
べ
ら
し
ゃ
べ
る
口
の
軽
い
人
だ
と
思
わ
れ
て
し
ま

う
と 　

Ｘ　

 

た
め
、
そ
れ
は
と
て
も
残
念
で
あ
り
、
不
名
誉
な

こ
と
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
ね
。」

　

生
徒
Ａ　
「
じ
ゃ
あ
私
た
ち
は
人
と
関
係
を
築
い
て
い
く
上
で
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
に
気
を
付
け
る
べ
き
な
の
か
な
。」

　

生
徒
Ｂ　
「
い
ろ
い
ろ
と
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う

け
れ
ど
、  　

Ｙ　

  

は
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思
う
よ
。」

　

生
徒
Ｃ　
「
確
か
に
そ
う
だ
ね
。
そ
れ
は
こ
の
文
章
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
よ
ね
。」

　

生
徒
Ａ　
「
私
た
ち
が
古
文
か
ら
学
べ
る
こ
と
は
と
て
も
多
い
ね
。」

　

Ⅰ　

 　

 

Ｘ　
　

に
入
る
内
容
を
、
現
代
語
で
二
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

　

Ⅱ　

本
文
と
生
徒
の
会
話
を
踏
ま
え
て
、　　

Ｙ　
　

に
入
る
内
容
と
し
て
最

　
　

も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。

　
　
　

ア　
隠
し
て
い
る
こ
と
を
無
理
に
暴
こ
う
と
す
る
こ
と

　
　
　

イ　
相
手
の
信
用
を
損
な
う
よ
う
な
行
動
を
す
る
こ
と

　
　
　

ウ　
わ
ざ
と
人
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
発
言
を
す
る
こ
と

　
　
　

エ　
何
も
知
ら
な
い
の
に
人
を
非
難
し
た
り
す
る
こ
と
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次
の
1
、
2
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

1　

次
の
会
話
文
は
、
壁
新
聞
の
作
成
を
行
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
の
会
話
の
一
部
で

あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
⑴�
か
ら
⑸�
ま
で
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

生
徒
Ａ　

｢

昨
年
は
パ
リ
五
輪
が
開
催
さ
れ
た
よ
ね
。
パ
リ
五
輪
に
つ
い
て

壁
新
聞
を①�
作
成
し
よ
う
よ
。」

　

生
徒
Ｂ　

｢
い
い
ね
。
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
る
。」

　

生
徒
Ｃ　

｢

私
は
競
泳
だ
な
。
特
に
池
江
選
手
の
涙
を
見
て
、
胸
が
熱
く
な
っ

た
よ
。」

　

生
徒
Ａ　

｢

諦
め
ず
に
挑
戦
す
る
姿
は
素
敵
だ
っ②�
た
な
。」

　

生
徒
Ｂ　

｢

か
っ
こ
よ
か
っ
た
よ
ね
。
困
難
を
乗
り
越
え
て
、
あ
の
ス
タ
ー

ト
台
に
立
っ
た
ん
だ
よ
ね
。」

　

生
徒
Ｃ　

｢

じ
ゃ
あ
、
競
泳
に
つ
い
て
取
り
上
げ
よ
う
。」

　

生
徒
Ｂ　

｢

そ
う
い
え
ば
、
国
語
の
時
間
に
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
の
俳
句
の

学
習
を
し
た
の
を
覚
え
て
る
。」

　
　

ピ
ス
ト
ル
が
プ
ー
ル
の
硬
き
面も

に
ひ
び
き　
　
　
　
　

山や
ま
ぐ
ち口
誓せ
い
し子

　

生
徒
Ｃ　

｢

う
ん
、
覚
え
て
る
よ
。
こ
の
俳
句
は
、
ス
タ
ー
ト
前
の
張
り
つ

め
た（　

③　

）と
、
ピ
ス
ト
ル
が
鳴
っ
た
後
の（　

④　

）様
子

を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
ん
だ
よ
ね
。」

　

生
徒
Ａ　

｢

思
い
出
し
た
だ
け
で
ド
キ
ド
キ
し
て
き
ち
ゃ
っ
た
。
私
も
何
か

ス
ポ
ー
ツ
を
始
め
て
み
よ
う
か
な
。」

　

生
徒
Ｂ　

｢

い
い
じ
ゃ
な
い
。
ス
ポ
ー
ツ
は
気
分
転
換
に
な
る
よ
う
だ
し
、

こ
ん
な
調
査
結
果（
資
料
１
）も
出
て
い
る
よ
。」

　

生
徒
Ｃ　

｢

さ
て
、⑤�
壁
新
聞
の
見
出
し
は
ど
う
す
る
。」

5

資
料
１

　

⑴�　

作
①�

成　

と
熟
語
の
構
成
が
同
じ
も
の
は
ど
れ
か
。

　
　

ア　
高
温　
　

イ　
着
席　
　

ウ　
送
迎　
　

エ　
携
帯

　

⑵�　

た
②�
　

と
文
法
的
に
同
じ
意
味
・
用
法
の
も
の
は
ど
れ
か
。

　
　

ア　
今
、
試
験
が
終
わ
っ
た
。　
　

イ　
昨
日
、
映
画
を
見
た
。

　
　

ウ　
食
事
の
準
備
が
で
き
た
。　
　

エ　
冷
え
た
お
茶
を
飲
む
。

　

⑶�　
（　

③　

）（　

④　

）の
部
分
に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。

　
　
　

ア　
③　

緊
張
感　
　

④　

興
奮
し
た　

　
　
　

イ　
③　

恐
怖
感　
　

④　

錯
乱
し
た

　
　
　

ウ　
③　

絶
望
感　
　

④　

熱
気
に
満
ち
た

　
　
　

エ　
③　

期
待
感　
　

④　

騒
然
と
な
っ
た

（毎日新聞より）



　

⑷�　

資
料
１
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
次
の
う
ち
ど
れ
か
。

ア　
若
い
う
ち
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
ん
で
い
た
人
は
、
年
を
重
ね
て
も
健
康

的
な
生
活
を
送
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

イ　
日
頃
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
に
取
り
組
ん
で
い
る
人
は
、
達
成
意
欲
が
あ
り
、
充

実
し
た
生
活
を
送
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

ウ　
老
若
男
女
、
ス
ポ
ー
ツ
習
慣
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
ま
あ
ま
あ
充
実
し

た
日
常
生
活
を
送
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

エ　
長
時
間
の
激
し
い
ス
ポ
ー
ツ
は
、
学
習
の
低
下
や
健
康
を
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
り
、
マ
イ
ナ
ス
効
果
が
見
ら
れ
る
。

⑸�　

壁
⑤�

新
聞
の
見
出
し
は
ど
う
す
る　

と
あ
る
が
、生
徒
た
ち
の
発
言
を
も
と
に
、

壁
新
聞
の
見
出
し
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。

　
　
ア　
池
江
選
手
の
勇
姿　
　
　
　

イ　
ス
ポ
ー
ツ
に
挑
戦

　
　

ウ　
俳
句
の
す
ば
ら
し
さ　
　
　

エ　
健
康
と
ス
ポ
ー
ツ

2　

保
健
委
員
会
で
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
こ
と
と
平
均
余
命
の
関
係
に
つ
い
て
、
資
料

２
を
見
な
が
ら
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。
あ
な
た
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
調
査
結
果

に
な
っ
た
と
考
え
る
か
。
あ
な
た
の
考
え
を
国
語
解
答
用
紙
⑵�
に
二
百
字
以
上

二
百
四
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

　
　

な
お
、
次
の《
条
件
》に
従
っ
て
書
く
こ
と
。

　
《
条
件
》

ⅰ　
ａ
グ
ル
ー
プ
か
ら
一
つ
選
び
、
ｂ
グ
ル
ー
プ
か
ら
も
う
一
つ
を
選
び
、
二

つ
の
種
目
を
比
較
し
な
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
種
目
を
そ
れ
ぞ
れ
解
答
用
紙
⑵�

に
書
く
こ
と
。
な
お
、
ａ
グ
ル
ー
プ
は
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
活
動
、
水
泳
、
健
康

体
操
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
で
あ
る
。
ｂ
グ
ル
ー
プ
は
サ
ッ
カ
ー
、

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
、
テ
ニ
ス
で
あ
る
。

ⅱ　

選
ん
だ
理
由
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

資
料
２スポーツジム活動	 1.5

水泳	 3.4
健康体操	 3.1
サイクリング	 3.7
ジョギング	 3.2
サッカー	 4.7
バドミントン	 6.2
テニス	 9.7

0 2 4 6 8 10（年）

図．運動習慣のある人のスポーツ種目ごとの平均余命の比較
　運動習慣のある人の平均余命（寿命の伸びる年数）について、運動習慣のない人との差で、
実施しているスポーツ種目ごとに、市民約 8600 人を対象に、25 年間の集計をした。
　図は、運動習慣のない人に比べ、運動習慣のある人の平均余命を示した。

（The Copenhagen City Heart Study,2018 より作成）
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国
語
解
答
用
紙
⑴

　
　
◎
「
得
点
」
の
欄
に
は
受
験
者
は
書
か
な
い
こ
と
。
　
　
5 

2
は
「
国
語
解
答
用
紙
⑵
」
を
用
い
る
こ
と
。
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問
　
　
題

答
　
　
　
　
　
　
　
え

得
点

小
計

計

1

11 22

⑴

⑵

⑷

⑸

⑶

⑴

⑵

⑷

⑸

⑶

2

345

ⅠⅡ

ＸY

洗
　
　
　
練

屈
　
　
　
折

惜
　
　
し
い

シ
ョ
ウ

ダ
ン

ホ

す

セ
マ

るる

す

サ
イ

バ
イ

シ
ン

ボ
ウ

研
　
　
　
ぐ

　
　
　
し
い

　
　
　
　
ぐ

克
　
　
　
服

345

122 33 44 511

ⅠⅡ⑴⑵⑶⑷⑸

受験番号

番

氏　　名

得　　　点

⑴

⑵

計
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国語解答用紙⑵

得
　
　
　
点

甲乙計

受
験
番
号

番

氏
　
　
名

52

◎題名は書かないこと。

240字
200字

100字

　　種目　　　　　　　　　　　　　　　　（ａグループ）

　　種目　　　　　　　　　　　　　　　　（ｂグループ）


