
令

和

七

年

度

前

期

選

抜

学

力

検

査

国

語

（
十
時
～
十
時
四
十
五
分
、
四
十
五
分
間
）

問

題

用

紙

一
、
「
開
始
」
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

あ
い

ず

二
、
答
え
は
、
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
き
な
さ
い
。

三
、
問
題
は
、

か
ら

ま
で
で
、
六
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

な
お
、
問
題
用
紙
の
ほ
か
に
別
紙
が
あ
り
ま
す
。

四
、
「
開
始
」
の
合
図
で
、
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
受
検
番
号
を
書
き
な
さ
い
。

ら
ん

五
、
問
題
を
読
む
と
き
、
声
を
出
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

六
、
「

終

了

」
の
合
図
で
、
す
ぐ
に
筆
記
用
具
を
置
き
な
さ
い
。

し
ゅ
う
り
ょ
う

注 意



－ 1 －

次
の
㈠
～
㈧
の
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
（
十
八
点
）

㈠

次
の
①
～
⑥
の
文
の
傍
線
部
分
に
つ
い
て
、
漢
字
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
、
ひ
ら
が
な
は
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

①

音
楽
を
聴
く
と
気
が
紛
れ
る
。

②

ス
ポ
ー
ツ
で
身
体
を
鍛
え
る
。

③

騒
音
に
対
し
て
免
疫
が
で
き
る
。

き

そ
う
お
ん

④

作
業
の
手
間
を
は
ぶ
く
。

⑤

母
と
え
ん
げ
き
を
観
る
。

⑥

選
手
の
名
前
を
れ
っ
き
ょ
す
る
。

み

㈡

次
の
文
の
傍
線
部
分
の
漢
字
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
あ
と
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

王
が
国
を
お
さ
め
る
。

ア
、
修

イ
、
収

ウ
、
納

エ
、
治

㈢

次
の
①
、
②
の
故
事
成
語
の
傍
線
部
分
の
漢
字
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
と
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

①

杞
ゆ
う
（
意
味･

･
･

す
る
必
要
の
な
い
心
配
を
す
る
こ
と
。
）

きア
、
勇

イ
、
憂

ウ
、
遊

エ
、
誘

②

烏
合
の
し
ゅ
う
（
意
味･

･
･

烏

の
集
ま
り
の
よ
う
に
、
規
律
や
統
一
の
な
い
人
々
の
集
ま
り
の
こ
と
。
）

う

ご
う

か
ら
す

ア
、
衆

イ
、
習

ウ
、
秀

エ
、
終

㈣

次
の
ア
～
エ
の
文
の
傍
線
部
分
の
う
ち
、
品
詞
が
他
の
三
つ
と
異
な
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア
、
友
達
を
バ
ス
停
で
待
つ
。

イ
、
昨
日
の
雪
で
道
路
が
凍
る
。

こ
お

ウ
、
こ
こ
が
祖
母
の
家
で
あ
る
。

エ
、
学
校
ま
で
自
転
車
で
行
く
。

㈤

敬
語
を
、
尊
敬
語
、
謙

譲

語
、
丁
寧
語
の
三
種
類
に
分
類
し
た
と
き
、
次
の
①
、
②
の
文
の
傍
線
部
分
に
用
い
ら
れ
て
い
る
敬
語
は
、
三
種
類
の
敬
語
の
う
ち
、

け
ん
じ
ょ
う

ご

て
い

ね
い

ご

ど
れ
か
。
あ
と
の
ア
～
ウ
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

①

店
員
が
お
客
様
を
お
迎
え
す
る
。

む
か

②

あ
な
た
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。

ア
、
尊
敬
語

イ
、
謙
譲
語

ウ
、
丁
寧
語

㈥

次
の
文
の
傍
線
部
分
が
慣
用
句
と
な
る
よ
う
に
、

に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
あ
と
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

友
人
の
思
い
が
け
な
い
発
言
に

を
疑
う
。

ア
、
鼻

イ
、
口

ウ
、
舌

エ
、
耳
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㈦

次
の
漢
文
の
書
き
下
し
文
と
し
て
正
し
い
も
の
は
ど
れ
か
。
あ
と
の
ア
～
エ
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

魯

有

執

長

竿

入

城

門

者
。

（
「

笑

林
」
に
よ
る
。
）

ろ

と

ち
ょ
う

か

ん

い

し
ょ
う
り
ん

ア
、
魯
に
長
竿
を
城
門
に
入
ら
ん
と
す
る
者
執
り
て
有
り
。

イ
、
魯
に
長
竿
を
城
門
に
執
り
て
入
ら
ん
と
す
る
者
有
り
。

ウ
、
魯
に
長
竿
を
執
り
て
城
門
に
入
ら
ん
と
す
る
者
有
り
。

エ
、
魯
に
長
竿
を
入
ら
ん
と
す
る
者
城
門
に
執
り
て
有
り
。

㈧

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

武

州

に
西
王
の
阿
闍
梨
と
云
ふ
僧
有
り
け
り
。
「
御
年
は
、
い
く
ら
に
な
ら
せ
給
ひ

候

ふ
ぞ
」
と
、
人
の
問
ひ
け
れ
ば
、
「
六
十
に
余
り
候
ふ
」
と
云
ふ
に
、

ぶ

し
ゅ
う

さ
い

お
う

あ

じ
ゃ

り

い

そ
う

お
ん

と
し

た
ま

そ
う
ろ

七
十
に
余
り
て
見
え
け
れ
ば
、
不
審
に
覚
え
て
、
「
六
十
に
は
、
い
く
ら
程
余
り
給
へ
る
」
と
問
へ
ば
、
「
十
四
余
り
て
候
ふ
」
と
云
ひ
け
る
。

ふ

し
ん

ほ
ど

遥
か
の
余
り
な
り
け
り
。
七
十
と
云
へ
る
よ
り
も
、
六
十
と
云
へ
ば
、
少
し
若
き
心
地
し
て
、
か
く
云
ひ
け
る
。
人
の
常
の
心
な
り
。

は
る

こ

こ

ち

（
「
沙
石

集

」
に
よ
る
。
）

し
ゃ
せ
き
し
ゅ
う

＊
一
部
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
注
１
）
武
州

現
在
の
埼
玉
県
・
東
京
都
・
神
奈
川
県
東
部
に
ま
た
が
る
旧
国
名
「
武
蔵
国
」
の
別

称

。

さ
い
た
ま

か

な

が

わ

む
さ
し
の
く
に

べ
っ
し
ょ
う

（
注
２
）
阿
闍
梨

人
を
導
き
、
人
の
師
と
な
る
べ
き
徳
の
高
い
僧
。

①

二
重
傍
線
部
分
「
余
り
給
へ
る
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

あ
ま

た
ま

か

な

づ
か

②

傍
線
部
分
Ⓐ
「
御
年
」
と
あ
る
が
、
こ
の
文
章
に
お
け
る
僧
の
年
齢
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア
、
六
十

イ
、
六
十
四

ウ
、
七
十

エ
、
七
十
四

オ
、
八
十
四

③

傍
線
部
分
Ⓑ
「
六
十
に
余
り
候
ふ
」
と
あ
る
が
、
僧
が
自
分
の
年
齢
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
、
文
章
中
の
古
文
か
ら
二
十
五
字
で

抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。
（
句
読
点
も
一
字
に
数
え
る
。
）

ぬ

だ

（
次
の
ペ
ー
ジ
へ
）
↓

一

ニ

ヲ

リ

リ
テ

二

ニ

ラ
ン
ト

Ⓐ

（
注
１
）

（
注
２
）

い
く
つ
に
お
な
り
で
す
か

六
十
過
ぎ
で
ご
ざ
い
ま
す

疑
わ
し
く
思
え
て

こ
う
言
っ
た

ス
ル

一

二

上

下

あ
る
人
が

僧
に
尋
ね
た
と
こ
ろ

た
ず

Ⓑ

年
齢

ね
ん
れ
い

な
る
た
め

気
持
ち
に



－3－

別
紙
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
（
二
十
点
）

㈠

傍
線
部
分
⑴
「
知
ら
」
は
動
詞
で
あ
る
が
、
そ
の
活
用
形
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア
、
未
然
形

イ
、
連
用
形

ウ
、
連
体
形

エ
、
仮
定
形

㈡

傍
線
部
分
⑵
「
不
易

流

行
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
、
芭
蕉
が
考
え
る
「
不
易
流
行
」
を
ど
の
よ
う
な
こ
と
と
述
べ
て
い
る
か
。
「
…
…
こ
と
。
」
に
つ
な
が
る
よ
う
に
、
本

ふ

え
き
り
ゅ
う
こ
う

ば

し
ょ
う

文
中
か
ら
二
十
字
以
上
三
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。
（
句
読
点
も
一
字
に
数
え
る
。
）

ぬ

だ

㈢

傍
線
部
分
⑶
「
自
分
に
許
さ
な
い
厳
し
さ
が
あ
り
ま
す
」
と
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
、
い
く
つ
の
単
語
に
分
け
ら
れ
る
か
。
次
の
ア
～
エ
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア
、
六

イ
、
七

ウ
、
八

エ
、
九

㈣

傍
線
部
分
⑷
「
芭
蕉
は
、
江
戸
時
代
の
ノ
マ
ド
ワ
ー
カ
ー
だ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
次
の

の
中
は
、
筆
者
は
芭
蕉
の
ど
の
よ
う
な
点
を
、
移
動
し
な
が
ら
仕
事
を

え

ど

す
る
人
と
表
現
し
た
の
か
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

に
入
る
言
葉
を
、
本
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
五
字
以
上
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。
（
句
読
点
も

一
字
に
数
え
る
。
）

筆
者
は
、
芭
蕉
が

点
を
、
移
動
し
な
が
ら
仕
事
を
す
る
人
と
表
現
し
た
。

㈤

次
の
【
話
し
合
い
の
様
子
Ⅰ
】
は
、
傍
線
部
分
⑸
「
旅
の
よ
さ
は
一
期
一
会
だ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
に
つ
い
て
、
み
ゆ
き
さ
ん
と
そ
う
ま
さ
ん
が
話
し
合
っ
た
と
き
の
も

い
ち

ご

い
ち

え

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、

に
入
る
言
葉
を
、
芭
蕉
が
生
き
た
時
代
と
現
在
の
、
旅
の
違
い
に
ふ
れ
、
本
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
三
十
五
字
以
上
四
十
五
字
以

ち
が

内
で
書
き
な
さ
い
。
（
句
読
点
も
一
字
に
数
え
る
。
）

【
話
し
合
い
の
様
子
Ⅰ
】

み
ゆ
き
さ
ん

一
期
一
会
と
い
う
言
葉
を
辞
書
で
調
べ
る
と
「
一
生
の
間
に
一
度
だ
け
出
会
う
こ
と
。
」
と
書
い
て
あ
る
ね
。
一
生
の
間
に
一
度
だ
け
出
会
う
こ
と
が
旅
の

よ
さ
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
な
。

そ
う
ま
さ
ん

芭
蕉
が
生
き
た
時
代
で
は
、

と
思
う
こ
と
で
受
け
取
る
情
報
が
増
え
て
、
感
動
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
だ
ね
。

み
ゆ
き
さ
ん

旅
で
出
会
う
も
の
は
一
生
の
間
に
一
度
だ
け
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
と
き
の
感
動
で
句
を
詠
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
ね
。

よ
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㈥

次
の
【
話
し
合
い
の
様
子
Ⅱ
】
は
、
傍
線
部
分
⑹
「
自
分
は
単
な
る
変
換
器
だ
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
と
、
創
造
性
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
」

へ
ん
か
ん

き

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
に
つ
い
て
、
み
ゆ
き
さ
ん
と
そ
う
ま
さ
ん
が
話
し
合
っ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、

に
入
る
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
十
五
字

で
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。
（
句
読
点
も
一
字
に
数
え
る
。
）

【
話
し
合
い
の
様
子
Ⅱ
】

み
ゆ
き
さ
ん

筆
者
は
「
自
分
は
単
な
る
変
換
器
だ
と
考
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
け
ど
、
ど
う
い
う
こ
と
か
な
。

そ
う
ま
さ
ん

筆
者
は
「
変
換
器
」
の
他
に
「
反
応
す
る

器

」
と
も
表
現
し
て
い
る
ね
。
受
け
身
だ
と
思
え
ば
、
自
分
は
「
反
応
す
る
器
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
述
べ

う
つ
わ

て
い
る
よ
。

み
ゆ
き
さ
ん

本
当
だ
ね
。
筆
者
は
、
受
け
身
と
い
う
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象
を
受
け
る
け
ど
、
受
動
的
な
と
こ
ろ
が
む
し
ろ
い
い
と
述
べ
て
い
る
ね
。

そ
う
ま
さ
ん

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
筆
者
は
、
芭
蕉
の
創
作
を
も
と
に
考
え
て
い
る
ね
。
芭
蕉
に
と
っ
て
創
造
性
と
い
う
も
の
は
、
自
分
の
内
側
に
あ
っ
て
発
揮
す
る
も
の

で
は
な
く
、

だ
と
筆
者
は
述
べ
て
い
る
ね
。
創
造
力
が
自
分
の
中
に
あ
る
と
思
う
と
、
肩
に
力
が
入
っ
て
出
に
く
く
な
る
と
も
筆
者
は
述
べ
て

か
た

い
る
よ
。

み
ゆ
き
さ
ん

な
る
ほ
ど
。
だ
か
ら
自
分
は
単
な
る
変
換
器
だ
と
考
え
る
と
、
創
造
性
を
発
揮
し
や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
ね
。

㈦

傍
線
部
分
⑺
「
古
池
や

蛙

飛
び
こ
む
水
の
音
」
と
あ
る
が
、
こ
の
俳
句
の
句
切
れ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
ウ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

か
わ
ず

ア
、
初
句
切
れ

イ
、
二
句
切
れ

ウ
、
句
切
れ
な
し

㈧

こ
の
文
章
の
内
容
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア
、
芭
蕉
の
発
想
力
を
一
言
で
言
う
と
「
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
」
で
あ
り
、
一
見
細
か
い
と
こ
ろ
に
気
が
つ
く
こ
と
が
、
素
晴
ら
し
い
発
想
に
つ
な
が
る
。

い
っ
け
ん

す

ば

イ
、
創
造
性
の
階
段
を
上
る
こ
と
で
、
一
流
の
人
の
ど
こ
が
す
ご
い
の
か
、
ど
こ
に
特

徴

が
あ
る
の
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

と
く
ち
ょ
う

ウ
、
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
は
「
霊
感
」
と
も
訳
さ
れ
、
神
に
吹
き
込
ま
れ
て
出
て
き
た
も
の
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
。

れ
い
か
ん

ふ

こ

エ
、
芭
蕉
が
新
し
く
切
り
開
い
た
境
地
と
は
、
自
然
と
自
分
が
出
会
い
、
自
分
と
自
然
が
一
体
化
し
た
と
こ
ろ
で
何
か
を
切
り
取
る
こ
と
で
あ
る
。

（
次
の
ペ
ー
ジ
へ
）
↓
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14%

15%

19%

13%

10%

18%

11%

5%

68%

54%

60%

44%

39%

56%

49%

32%

4%

18%

10%

33%

43%

19%

35%

61%

14%

13%

11%

10%

8%

7%

5%

2%

70歳以上

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

10～19歳

9歳以下

花木など自然を楽しむ 散歩・運動 遊具での遊び 休憩・語らい

Ａ
中
学
校
で
は
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
「
Ａ
町
の
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
」
に
つ
い
て
の
学
習
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
あ
す
か
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
「
利

用
し
や
す
い
公
園
に
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
」
を
テ
ー
マ
に
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
次
の
【
資
料
１
】
は
、
Ａ
町
の
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
で
あ
り
、

【
資
料
２
】
、
【
資
料
３
】
は
、
発
表
に
向
け
て
、
あ
す
か
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
が
Ａ
公
園
を
利
用
す
る
地
域
の
方
々
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ

ら
を
見
て
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
（
十
二
点
）

きゅうけい

【資料２】Ａ公園を利用する主な目的

【資料１】Ａ町のまちづくりの目標

「安全・安心 健康な心と体 笑顔と緑があふれるＡ町をめざします」

【資料３】Ａ公園を利用しているときに気になったこと

・小さい子どもが遊ぶ場所が少なかった

・トイレや水飲み場の場所がわかりづらかった

・日陰になるところや休憩できる場所が少なくて困った
ひ かげ

・サッカーをしている人たちのボールがこちらへ飛んできた

・公園内で見られる植物の種類が少なかった

・夕方になると公園内がかなり暗かった

・公園の入り口がせまかったり段差があったりして困った

さい
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㈠

【
資
料
２
】
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
適
当
で
な
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア
、

「
花
木
な
ど
自
然
を
楽
し
む
」
と
答
え
た
人
の
割
合
は
、
年
代
別
に
見
る
と
、
五
十
～
五
十
九
歳
が
最
も
大
き
い
が
、
す
べ
て
の
年
代
に
お
い
て
二
割
以
下

で
あ
り
、
三
十
～
三
十
九
歳
で
は
一
割
で
あ
る
。

イ
、

「
散
歩
・
運
動
」
と
答
え
た
人
の
割
合
は
、
年
代
別
に
見
る
と
、
七
十
歳
以
上
が
六
割
を
超
え
て
最
も
大
き
い
が
、
「
遊
具
で
の
遊
び
」
と
答
え
た
人
の
割

こ

合
は
、
七
十
歳
以
上
が
一
割
に
満
た
ず
最
も
小
さ
い
。

ウ
、

「
遊
具
で
の
遊
び
」
と
答
え
た
人
の
割
合
は
、
年
代
別
に
見
る
と
、
九
歳
以
下
が
最
も
大
き
く
、
次
い
で
三
十
～
三
十
九
歳
が
大
き
い
が
、
過
半
数
に
達
し

て
い
る
の
は
、
九
歳
以
下
の
み
で
あ
る
。

エ
、

「
休
憩
・
語
ら
い
」
と
答
え
た
人
の
割
合
は
、
年
代
別
に
見
る
と
、
九
歳
以
下
が
最
も
小
さ
く
、
年
代
が
上
が
る
に
つ
れ
て
大
き
く
な
っ
て
い
る
が
、
す
べ

て
の
年
代
に
お
い
て
他
の
項
目
よ
り
も
小
さ
い
。

こ
う
も
く

㈡

あ
す
か
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
発
表
に
向
け
て
、
【
資
料
１
】
、
【
資
料
２
】
、
【
資
料
３
】
を
も
と
に
、
Ａ
公
園
を
よ
り
利
用
し
や
す
い
公
園
に
す
る
た
め
の
改

善
案
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
。
ど
の
よ
う
に
改
善
し
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
、
次
の
〔
作
文
の
注
意
〕
に
し
た
が
っ
て
書
き
な
さ
い
。

〔
作
文
の
注
意
〕

①

題
名
は
書
か
ず
に
本
文
か
ら
書
き
出
し
な
さ
い
。

②

二
段
落
構
成
で
書
き
、
第
一
段
落
に
は
【
資
料
２
】
と
【
資
料
３
】
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
書
き
、
第
二
段
落
に
は
、
第
一
段
落
で
書
い
た
こ
と
を
も
と
に
、
【
資
料
１
】

を
ふ
ま
え
て
、
ど
の
よ
う
に
改
善
し
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
書
き
な
さ
い
。

③

あ
な
た
の
考
え
が
的
確
に
伝
わ
る
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

④

原
稿
用
紙
の
使
い
方
に
し
た
が
い
、
全
体
を
二
百
字
以
上
二
百
四
十
字
以
内
に
ま
と
め
な
さ
い
。

げ
ん
こ
う

お
わ
り


