
令
和
六
年
度
青
森
山
田
高
等
学
校
Ａ
日
程
学
力
検
査

国

語

○秘
未
定
稿

時
間

分
50

（

時

分
～

時

分
）

8

45

9

35

注

意

１

問
題
の
１
は
放
送
に
よ
る
検
査
で
す
。
問
題
用
紙
は
放
送
に
よ
る
指
示
が
あ
る
ま
で
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

２

問
題
用
紙
は
表
紙
を
入
れ
て
九
ペ
ー
ジ
あ
り
、
こ
れ
と
は
別
に
解
答
用
紙
が
一
枚
あ
り
ま
す
。

３

受
検
番
号
は
、
検
査
開
始
後
、
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
記
入
し
な
さ
い
。

４

机
の
上
に
置
け
る
も
の
は
、
受
検
票
・
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
・
消
し
ゴ
ム
・
鉛
筆
削
り
で
す
。

５

筆
記
用
具
の
貸
し
借
り
は
い
け
ま
せ
ん
。

６

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

７

印
刷
が
は
っ
き
り
し
な
く
て
読
め
な
い
と
き
や
、
筆
記
用
具
を
落
と
し
た
と
き
な
ど
は
、
だ
ま
っ
て
手
を
あ
げ
な
さ
い
。

８

「
や
め
な
さ
い
」
と
い
う
合
図
で
す
ぐ
に
書
く
の
を
や
め
、
筆
記
用
具
を
置
き
な
さ
い
。

答

え

の

書

き

方

１

答
え
は
、
問
題
の
指
示
に
従
っ
て
、
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。

２

答
え
は
て
い
ね
い
に
書
き
な
さ
い
。
答
え
を
書
き
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
書
き
な
さ
い
。

３

答
え
を
漢
字
で
書
く
場
合
は
、
楷
書
で
書
き
な
さ
い
。

か
い
し
ょ



□１
放
送
に
よ
る
検
査
（

点
）
松
本

16

【
資
料
】

Ａ紅
白
の

ひ
な
飾
り
そ
ろ
い

微
笑
む

優
し
い
母
の

愛
に
包
ま
れ
て

Ｂひ
し
餅
の

甘
さ
舌
に
広
が
る

ひ
な
祭
り

ひ
と
と
き
の
幸
せ

心
に
宿
る

Ｃ春
の
光

降
り
注
ぐ

ひ
な
祭
り

幸
せ
の
願
い

満
ち
る
う
た
げ

□２
次
の

、

に
答
え
な
さ
い
。
（

点
）
工
藤

(1)

(2)

12

次
の
ア
～
オ
の
―
―
の
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
カ
～
コ
の

(1)
―
―
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
楷
書
で
漢
字
に
書
き
改
め
な
さ
い
。

ア

旅
行
に
行
く
支
度
を
整
え
る
。
し
た
く

（
教
７
小
３
／
教
７
中
）

イ

お
世
話
に
な
っ
た
先
生
に
近
況
を
報
告
す
る
。
き
ん
き
ょ
う

（
教
７
小
２
／
４
中
）

ウ

尻
尾
の
短
い
黒
猫
が
前
を
横
切
る
。
し
っ
ぽ

（
２
／
４
※
付
表
１
の
語
。
熟
字
訓
。
中
学
校
に
割
り
振
り
）

エ

妹
は
兄
の
こ
と
を
慕
っ
て
い
る
。
し
た

（
３
中
）

オ

た
っ
た
一
度
の
失
敗
を
気
に
病
む
こ
と
は
な
い
。
や

（
教
７
中
）

カ

著
名
な
チ
ョ
ウ
コ
ク
家
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
。
彫
刻

（
３
中
／
教
５
小
６
）

キ

記
念
写
真
を
サ
ツ
エ
イ
す
る
。
撮
影

（
３
中
／
教
５
中
）

ク

衛
星
が
キ
ド
ウ
を
外
れ
る
。
軌
道

（
３
中
／
教
７
小
２
）

ケ

初
心
者
に
は
至
難
の
ワ
ザ
だ
。
業

（
教
７
小
３
）

コ

服
の
ほ
ろ
こ
び
を
ツ
ク
ロ
う
。
繕

（
３
中
）

次
の
―
―
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
漢
字
で
表
し
た
と
き
、
そ
の
漢
字
と
同
じ
漢
字

(2)
が
使
わ
れ
て
い
る
熟
語
を
、
あ
と
の

～

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
書

1

4

き
な
さ
い
。

争
い
を
チ
ュ
ウ
サ
イ
す
る
。

（
教
７
中
）

3

中
立

忠
義

伯
仲

脚
注

1

2

3

4

（
小
１
小
１
）
（
小
６
小
５
）
（
中
教
７
中
）
（
中
小
３
）

□３
次
ペ
ー
ジ
の
文
章
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
成
立
し
た
逸
話
集
の
一
節
で
す
。

あ
る
大
名
（
頼
宣

卿

）
が
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
、
風
に
さ
ら
わ
れ
た
頭
巾
を
空
中

（
注
１
）
よ
り
の
ぶ
き
や
う

ず

き
ん

で
つ
か
む
と
い
う
早
わ
ざ
を
見
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
家
臣
（
惣
太
郎
）
が
意

そ
う

た

ら
う

見
を
述
べ
ま
し
た
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の

～

に
答
え
な
さ
い
。
な

(1)

(4)

お
、
設
問
の
都
合
上
、
原
文
の
一
部
を
変
え
て
あ
り
ま
す
。
（

点
）
笹

14



頼
宣
卿
馬
を
乗
り
給
ひ
、
駈
け
の
中
に
て
頭
巾
の
風
に
落
ち
け
る
を
、
宙
に
取
り
て

か

ま
た
鞍
に
乗
り
直
し
給
ひ
し
を
、
惣
太
郎
、
殿
に
は
い
ま
だ
馬
上
は
練
れ
給
は
ぬ
な

く
ら

ね

り
、
と
言
ひ
け
れ
ば
、
頼
宣
卿
、
子
細
は
い
か
に
、
と
尋
ね
給
ふ
。

し

さ
い

惣
太
郎
、
東
照
宮
は
、
海
道
一
番
の
馬
上
の
御
名
人
と
申
し
奉
り
た
る
と
承
り
さ

（
注
２
）
と
う
せ
う
ぐ
う
（
注
３
）
か
い
だ
う

㋐

う
ら
ふ
。
小
田
原
の
陣
の
時
、
丹
羽
長
重
、
長
谷
川
秀
一
、
堀
秀
政
、
東
照
宮
の
御

（
注
４
）

（
注
５
）

に

は

な
が
し
げ

は

せ

が
は
ひ
で
か
ず

ほ
り
ひ
で
ま
さ

旗
を
見
る
。
こ
こ
に
谷
川
の
細
橋
あ
り
。
行
き
か
か
る
人
々
、
橋
の
下
を
皆
歩
み
渡
り

に
す
。
東
照
宮
、
馬
上
に
て
橋
際
へ
着
か
せ
給
ひ
し
か
ば
、
三
人
の
大
将
、
聞
こ
ゆ
る

㋑

馬
上
の
達
人
の
細
橋
を
渡
さ
る
る
を
見
よ
、
と
言
ひ
あ
へ
り
け
る
に
、
馬
よ
り
下
り
給

ひ
、
御
馬
は
遙
か
の
川
下
を
口
つ
き
四
、
五
人
に
て
引
き
渡
し
け
り
。
か
の
三
人
、

（
注
６
）

大
き
に
感
じ
、
馬
上
の
達
人
と
は
こ
れ
を
こ
そ
言
ふ
べ
け
れ
と
感
じ
た
り
、
と
承
り
伝

へ
さ
う
ら
ふ
、
と
申
し
け
れ
ば
、
頼
宣
卿
つ
く
づ
く
と
聞
き
て
大
き
に
よ
ろ
こ
び
け
り
。

―
―
湯
浅
常
山
「
常
山
紀
談
」
よ
り
―
―

（
注
１
）
頼
宣
卿
…
…
紀
州
徳
川
家
藩
祖
、
徳
川
頼
宣
（
一
六
〇
二
～
一
六
七
一
）
。

（
注
２
）
東
照
宮
…
…
江
戸
幕
府
の
開
祖
、
徳
川
家
康
（
一
五
四
三
～
一
六
一
六
）
。

（
注
３
）
海
道
…
…
東
海
道
。
三
重
県
か
ら
茨
城
県
ま
で
の
、
太
平
洋
沿
い
の
地
域
。

（
注
４
）
小
田
原
の
陣
…
…
豊
臣
秀
吉
が
行
っ
た
北
条
氏
攻
め
（
一
五
九
〇
）
。

（
注
５
）
丹
羽
長
重
、
長
谷
川
秀
一
、
堀
秀
政
…
…
い
ず
れ
も
豊
臣
秀
吉
配
下
の
武
将
。

（
注
６
）
口
つ
き
…
…
馬
の
口
を
取
っ
て
引
き
、
付
き
従
う
者
。
口
取
り
。

承
り
さ
う
ら
ふ

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
箇
所
の
読
み
方
を
、
す
べ
て
現
代
仮
名

㋐

(1)
遣
い
の
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

「
う
け
た
ま
わ
り
そ
う
ろ
う
」
（

点
）

2

聞
こ
ゆ
る
馬
上
の
達
人
の
細
橋
を
渡
さ
る
る
を
見
よ

と
あ
り
ま
す
が
、
「
三
人

㋑

(2)
の
大
将
」
は
、
こ
の
場
面
で
「
東
照
宮
」
が
ど
の
よ
う
に
橋
を
渡
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の

～

の
中
か
ら
一
つ

1

4

選
び
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。

（

点
）

3

4

馬
を
下
り
、
馬
の
口
を
引
き
な
が
ら
徒
歩
で
橋
を
渡
る
。

1

橋
の
下
に
下
り
、
谷
川
を
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
渡
る
。

2

馬
に
乗
っ
た
ま
ま
橋
を
渡
る
。

3

馬
が
通
れ
る
よ
う
な
橋
を
探
し
て
回
り
道
を
す
る
。

4「
頼
宣
卿
」
の
馬
術
を
家
臣
で
あ
る
「
惣
太
郎
」
は
ど
の
よ
う
に
評
し
て
い
ま
し

(3)
た
か
。
該
当
す
る
箇
所
を
、
本
文
中
か
ら
十
六
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
き
な

さ
い
。
句
読
点
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
殿
に
は
い
ま
だ
馬
上
は
練
れ
給
は
ぬ
な
り
」
（

点
）

4

こ
の
逸
話
か
ら
読
み
取
れ
る
教
訓
に
つ
い
て
、

(4)
ア

そ
の
教
訓
と
最
も
近
い
意
味
を
表
し
て
い
る
格
言
を
次
の

～

の
中
か
ら
一

1

4

つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。

（

点
）

1

2

イ

前
問
で
選
ん
だ
格
言
を
書
き
下
し
文
に
改
め
な
さ
い
。

ハ

ヅ
カ

あ
や
フ
キ
ニ

君

子

不

近

危
。

（
出
典
不
明
）

1

レ

レ

〈
意
味
〉
徳
が
あ
る
者
は
行
動
を
慎
み
、
危
険
を
冒
さ
な
い
。

※
原
典
と
さ
れ
る
文
は
「
春
秋
公
羊
伝
」
に
あ
り
、
「
危
」
が
「
刑

人
」
（
刑
罰
を
受
け
た
人
）
と
な
っ
て
い
る
。

ン
バ

ラ

ニ

ヲ

不

入

虎

穴
、
不

得

虎

子
。

（
「
後
漢
書
」
）

2

レ

二

一

レ

二

一

〈
意
味
〉
危
険
を
冒
さ
な
け
れ
ば
大
き
な
成
功
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ン
ズ
レ
バ

す
な
は
チ

ス

ヲ

先

即

制

人
。

（
「
史
記
」
）

3

レ

〈
意
味
〉
人
よ
り
も
先
に
物
事
を
行
え
ば
有
利
な
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。

あ
や
ま
チ
テ

ル

メ

こ
れ
ヲ

い

フ

あ
や
ま
チ
ト

過

而

不

改
、
是

謂

過

矣
。

（
「
論
語
」
）

4

レ

レ

〈
意
味
〉
過
ち
を
犯
し
て
い
な
が
ら
改
め
な
い
の
が
、
本
当
の
過
ち
で
あ
る
。

君
子
は
危
ふ
き
に
近
づ
か
ず
。
（

点
）

2



□４
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の

～

に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
設
問
の
都

(1)

(5)

合
上
、
原
文
の
一
部
を
変
え
て
あ
り
ま
す
。
（

点
）
古
坂

22



―
―
美
馬
の
ゆ
り
「
Ａ
Ｉ
の
時
代
を
生
き
る

み

ま

未
来
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
創
造
力
と
共
感
力
」

（
二
〇
二
一
年
）
よ
り
―
―

（
注
１
）
シ
ン
ク
タ
ン
ク
…
…
政
策
決
定
な
ど
に
あ
た
り
必
要
な
情
報
を
集
め
る
た
め
の
、
各
分
野

の
専
門
家
の
集
団
。

（
注
２
）
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
…
…
感
染
症
が
全
国
的
・
世
界
的
に
流
行
し
、
非
常
に
多
く
の
感
染
者
や

患
者
が
発
生
す
る
こ
と
。

に

と
同
じ
働
き
を
し
て
い
る
も
の
を
、
次
の

～

の
中
か
ら
す
べ
て
選
び
、

(1)

1

4

そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。

・

（
完
答

点
）

2

4

4

穏
や
か
に
余
生
を
送
る

す
ぐ
に
返
信
す
る

1

2

三
月
に
卒
業
を
控
え
て
い
る

す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
だ

3

4

「
日
本
の
職
業
の
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
る
」
（

点
）

4

こ
れ
ら
の
代
替

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
。

①

(2)

に
入
る
適
切
な
内
容
を
二
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
利
用
可
能
性
拡
大
に
よ
り
、

と
い
う
こ
と
。

エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
語
句
に
つ
い
て
、
あ
る
生

②

(3)
徒
が
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
。

に
入
る
最
も
適
切
な
語
句
を

本
文
中
か
ら
十
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

人
間
を
相
手
に
す
る
仕
事
は
、
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
等
に
よ
る
代
替
の
可
能
性
が

低
く
、

が
重
要
で
あ
る
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
」
（

点
）

4

先
端
科
学
技
術
の
開
発
が
急
速
に
進
む
一
方
で
、
そ
れ
ら
が
社
会
の
中
に
実
現
し

③

(4)
た
際
に
起
こ
っ
て
く
る
問
題

と
あ
り
ま
す
。
あ
る
学
級
で
、
こ
の
「
問
題
」
に
つ

い
て
話
し
合
い
を
し
ま
し
た
。
次
は
高
橋
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
い
る
様

子
で
す
。

Ａ

に
は
最
も
適
切
な
語
を
、
本
文
中
か
ら
二
字
で
そ
の
ま
ま

抜
き
出
し
て
書
き
、

Ｂ

に
は
適
切
な
内
容
を
三
十
五
字
以
内
で
書
き
な

さ
い
。
Ａ
「
慎
重
」
（

点
）
Ｂ
「
人
間
の
身
体
や
生
死
に
関
す
る
考
え
方
は
、
文

2

高
橋
さ
ん

「
先
端
科
学
技
術
の
開
発
が
進
ん
で
、
そ
れ
が
社
会
の
中
に
実

現
し
た
時
に
起
こ
っ
て
く
る
問
題
」
っ
て
、
何
だ
ろ
う
。

鈴
木
さ
ん

例
え
ば
医
療
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
、
臓
器
移
植
や
生
殖
医

療
に
つ
い
て
な
ど
、
生
命
倫
理
に
関
わ
る
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た

ね
。
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
の
実
用
化
が
進
ん
で
も
、
同
じ
よ
う
な
問

題
が
起
こ
る
の
か
な
。

佐
藤
さ
ん

医
療
現
場
で
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
が
主
力
と
な
る
未
来
は
そ
の
う

ち
来
る
と
思
う
け
ど
、
そ
こ
で
起
こ
る
問
題
と
い
う
の
は
、
生
命

倫
理
に
関
わ
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
デ
ー
タ
を
ど
の
よ
う
に
取
り

扱
う
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
課
題
が
あ
る
み
た
い
。

高
橋
さ
ん

医
療
デ
ー
タ
の
他
に
、
患
者
個
人
の
既
往
歴
や
遺
伝
的
な
デ
ー

タ
な
ど
も
活
用
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
は
当
然

Ａ

※
問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
に
続
き
ま
す
。



さ
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
ね
。

鈴
木
さ
ん

便
利
な
世
の
中
に
は
な
っ
て
い
く
け
れ
ど
、
そ
の
背
景
に
は
い

ろ
い
ろ
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
ん
だ
ね
。

佐
藤
さ
ん

そ
う
ね
。

Ｂ

か
ら
、
先
端
科
学
技
術
が
社
会
の
中
に

実
現
し
た
時
に
問
題
と
な
っ
た
り
し
な
い
よ
う
、
議
論
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
思
う
な
。

化
や
宗
教
、
民
族
に
よ
っ
て
も
異
な
る
」
（

点
）

4

こ
の
文
章
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の

(5)

1

～

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。

（

点
）

4

3

4

教
育
に
関
わ
る
仕
事
は
確
か
に
重
要
で
は
あ
る
が
、
医
療
に
関
わ
る
仕
事
と

1
比
べ
る
と
、
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
。

医
療
の
場
面
で
Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
を
活
用
す
る
に
は
膨
大
な
医
療
デ
ー
タ
が

2
必
要
と
な
り
、
そ
の
中
で
も
究
極
の
個
人
情
報
は
既
往
歴
で
あ
る
。

Ａ
Ｉ
や
ロ
ボ
ッ
ト
の
技
術
発
展
に
よ
っ
て
、
日
本
が
抱
え
る
医
療
的
な
課
題

3
が
徐
々
に
解
決
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

人
間
の
仕
事
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
代
替
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
流
通
や
交
通

4
に
関
わ
る
多
く
の
職
業
が
今
後
失
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

□５
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の

～

に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
設
問
の
都

(1)

(5)

合
上
、
原
文
の
一
部
を
変
え
て
あ
り
ま
す
。
（

点
）
鈴
木
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―
―
宮
島
未
奈
「
成
瀬
は
天
下
を
取
り
に
い
く
」
（
二
〇
二
三
年
）
よ
り
―
―

み
や
じ
ま

み

な

（
注
１
）
ル
ッ
キ
ズ
ム
…
…
外
見
至
上
主
義
。
外
見
に
よ
っ
て
人
の
価
値
を
判
断
す
る
考
え
方
。

（
注
２
）
悠
子
…
…
教
室
で
「
わ
た
し
」
の
前
の
席
に
座
る
こ
と
に
な
り
、
言
葉
を
交
わ
す
よ
う
に

な
っ
た
生
徒
。
「
わ
た
し
」
と
は
出
身
中
学
が
異
な
る
。

※
問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。



に
入
る
最
も
適
切
な
語
句
を
、
次
の

～

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

(1)

1

4

そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。

（

点
）

2

4

胸
が
痛
ん
だ

頭
を
抱
え
た

1

2

耳
を
そ
ば
だ
て
た

目
の
色
を
変
え
た

3

4

「
四
」
（

点
）
＋
「
高
校
で
良
好
な
人
間
関
係
を
築
こ
う
と
し
て
、
美
容
院
で
縮
毛

4

わ
た
し
は
自
分
の
髪
を
指
に
巻
き
つ
け
た
、
成
瀬
は
意
外
そ
う
な
表
情
で
ベ
リ
ー

①

②

(2)
シ
ョ
ー
ト
の
髪
に
触
れ
る
、
成
瀬
は
頭
頂
部
の
髪
を
つ
ま
ん
で

な
ど
と
あ
り
ま
す

③

が
、
あ
る
学
級
で
、
こ
の
三
つ
の
表
現
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
し
ま
し
た
。
次
は
有

村
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
い
る
様
子
で
す
。

Ａ

、

Ｂ

に
入

る
適
切
な
内
容
を
、

Ａ

は
漢
数
字
一
字
で
、

Ｂ

は
三
十
字
程
度
で

書
き
な
さ
い
。
矯
正
を
し
て
き
た
」
（

点
）

6

有
村
さ
ん

こ
の
文
章
で
は
、
登
場
人
物
が
自
分
の
髪
の
毛
に
触
れ
る
描
写
が

三
箇
所
あ
り
ま
す
。
同
年
代
、
同
性
と
し
て
こ
の
表
現
に
目
が
止
ま

る
の
で
す
が
…
…
。

細
田
さ
ん

僕
は
男
で
す
が
、
近
頃
で
は
男
性
で
も
髪
型
な
ど
を
気
に
す
る
人

は
多
い
と
思
い
ま
す
よ
。
と
こ
ろ
で
②
、
③
で
「
成
瀬
」
さ
ん
の
髪

は
、
計
算
で
は

Ａ

セ
ン
チ
く
ら
い
伸
び
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
男
性
で
も
短
い
方
で
、
そ
の
た
め
「
触
れ
る
」
「
つ
ま
む
」

と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

松
井
さ
ん

女
性
が
坊
主
頭
に
す
る
の
は
、
ど
う
し
て
も
勇
気
が
い
る
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
長
さ
が
変
わ
ら
な
く
て
も
、
結
ぶ
の
か
下
ろ
す
の
か

毎
朝
鏡
の
前
で
悩
ん
で
し
ま
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
細
田
さ
ん
が

言
っ
て
い
た
よ
う
に
「
成
瀬
」
さ
ん
の
動
作
が
「
触
れ
る
」
「
つ
ま

む
」
と
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
①
の
「
わ
た
し
」
の
動
作
は
「
指

に
巻
き
つ
け
た
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
の
長
さ
が
あ
っ
た

訳
で
す
が
、
こ
の
動
作
に
は
周
り
の
反
応
を
気
に
し
な
い
「
成
瀬
」

さ
ん
と
、

Ｂ

自
分
と
の
違
い
を
省
み
る
主
人
公
の
気
持
ち

が
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

誰
も
い
な
か
っ
た

の
文
節
相
互
の
関
係
と
同
じ
関
係
の
も
の
を
、
次
の

～

(3)

1

4

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。

（

点
）

1

4

雪
が
降
り
や
ま
な
い
。

財
布
を
忘
れ
た
。

1

2

さ
あ
、
出
か
け
よ
う
。

お
い
し
く
な
い
。

3

4

こ
れ
だ
け
の
人
が
い
る
世
界
で
、
線
が
つ
な
が
る
な
ん
て
奇
跡
み
た
い
な
確
率
だ

④

(4)
と
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
生
徒
が
こ
の
箇
所
に
表
れ
て
い
る
「
わ
た
し
」
の
気
持
ち
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
。

に
入
る
適
切
な
内
容
を
、
十
五

字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。
「
お
互
い
に
つ
な
が
ら
ず
、
無
関
係
」
（

点
）

4

人
と
人
が
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
「
線
が
つ
な
が
る
」
と
表
現
す
る
「
わ
た
し
」

は
、
大
勢
の
人
が
い
て
、

で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
世
界
で
、
自

分
と
他
の
誰
か
と
の
間
に
現
に
「
線
」
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
の
大
切
さ
を
噛

み
し
め
て
い
る
。

（

点
）

4

4こ
の
文
章
の
内
容
や
表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、

(5)
次
の

～

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。

1

4
中
学
時
代
に
い
じ
め
の
被
害
者
と
な
っ
た
「
わ
た
し
」
が
対
人
関
係
に
臆
病

1
に
な
っ
て
い
る
気
持
ち
が
、
会
話
の
や
り
と
り
か
ら
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
。

「
わ
た
し
」
の
心
の
動
き
を
追
う
地
の
文
か
ら
、
中
学
が
同
じ
相
手
と
違
う

2
相
手
と
の
距
離
感
を
慎
重
に
測
っ
て
い
る
様
子
が
間
接
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

入
学
前
に
髪
の
毛
を
剃
っ
た
り
、
ぞ
ん
ざ
い
な
言
葉
遣
い
を
す
る
様
子
か
ら
、

3
「
成
瀬
あ
か
り
」
が
自
分
の
性
に
疑
問
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
「
わ
た
し
」
の
心
の
動
き
を
追
い
な
が
ら
展
開
し
て
お
り
、

4
少
年
期
女
子
と
し
て
違
和
感
を
抱
か
せ
な
い
言
葉
遣
い
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。



□６
左
の
【
資
料
】
は
、
文
化
庁
か
ら
発
表
さ
れ
た
「
令
和
３
年
度

国
語
に
関

す
る
世
論
調
査
」
の
結
果
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
表
・
グ
ラ
フ
で
す
。
こ
の
調

査
は
、
令
和
四
年
一
月
に
、
全
国

歳
以
上
の
個
人
六
〇
〇
〇
人
を
対
象
に
実

16

施
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
資
料
を
も
と
に
、
下
の

～

に
従
っ
て
文
章
を
書
き

(1)

(3)

な
さ
い
。

木
村
（

点
）

10

題
名
・
氏
名
を
書
か
な
い
こ
と
。

(1)

二
段
落
構
成
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
に
次
の
内
容
を
書
く
こ
と
。

(2)
・
第
一
段
落
で
は
、
【
資
料
】
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
書
く
こ
と
。

・
第
二
段
落
で
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
あ
な
た
自
身
の
意
見
を
書
く
こ
と
。

百
五
十
字
以
上
、
二
百
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

(3)

〔問３付問：全体の結果〕自分自身の課題（％）

63.5

15.7

　　　※問３付問で選択された回答を、年齢別にグラフ化したものです。グラフＡ、Ｂは、横軸の刻みが異なります。

〔問３付問：質問〕言葉や言葉の使い方について、自分自身に、どのような課題があると思いますか。

※文化庁から発表された「結果」はグラフ化されています。

　　　※問３「言葉や言葉の使い方について、自分自身に、課題があると思いますか」で「あると思う」と答えた人（回答全体に対し

　　　　67.6パーセント）に対してなされた質問です。

　　　※回答は複数選択可。設問の都合により、回答の選択肢の中から、二つを抽出しています。

〔問３付問：年齢別の結果〕自分自身の課題（％）

　改まった場で、ふさわしい言葉遣いができないことが多い

　年齢が離れた人に意味が通じるか気にせず発言してしまう

23.0 
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0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

70歳以上

60代
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グラフＢ：年齢が離れた人に意味が通じるか気にせず発言してしまう

66.5
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63.3
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59.9

49.5
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70歳以上

60代
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40代
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20代

16～19歳

グラフＡ：改まった場で、ふさわしい言葉遣いができないことが多い

【資料】


