
平
成
二
十
九
年
度
一
般
選
抜
学
力
検
査
問
題

国　
　
　
　

語

注　
　
　
　
　

意

（
一
時
間
目　

六
十
分
）

一　

問
題
用
紙
と
解
答
用
紙
、
メ
モ
用
紙
の
そ
れ
ぞ
れ
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
、
受
検
番
号
と
氏
名
を

記
入
し
な
さ
い
。

二　

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
。

三　

問
題
は
１
ペ
ー
ジ
か
ら
６
ペ
ー
ジ
ま
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
と
は
別
に
解
答
用
紙
と
メ
モ
用
紙
が

そ
れ
ぞ
れ
一
枚
あ
り
ま
す
。

四　

答
え
は
、
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。

氏　

名

受検番号



―　1　―

一 

「
聞
く
こ
と
」
に
関
す
る
検
査

二 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
１
〜
４
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

手
紙
に
は
し
ば
し
ば
時
候
の
挨
拶
が
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
穏
や
か
な
春

の
日
差
し
が
降
り
注
ぐ
頃
で
あ
れ
ば
、
改
ま
っ
た
手
紙
の
場
合
に
は
、「
春
暖

の
候
」
の
よ
う
な
漢
語
調
の
も
の
を
、
私
的
な
手
紙
の
場
合
に
は
、「
う
ら
ら

か
な
季
節
と
な
り
ま
し
た
」
の
よ
う
に
率
直
な
印
象
で
季
節
を
表
す
も
の
を
用

い
る
こ
と
が
多
い
。
お
っ
く
う
が
ら
ず
に
手
紙
を
書
く
人
は
、
こ
う
し
た
時
候

の
挨
拶
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。

ま
た
、
時
候
の
挨
拶
は
日
常
生
活
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
始

め
る
き
っ
か
け
と
も
な
る
。
時
候
の
挨
拶
に
つ
い
て
よ
く
知
る
こ
と
は
、
良
好

な
人
間
関
係
を
キ
ズ
い
て
い
く
上
で
コ
ウ
カ
的
で
あ
ろ
う
。

１　

穏
や
か
な　

率
直
な　

の
読
み
仮
名
を
書
き
な
さ
い
。

キ
ズ
い
て　

コ
ウ
カ　

を
漢
字
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

２　

し
ば
し
ば　

が
直
接
係
る
一
文
節
を
抜
き
書
き
し
な
さ
い
。

３　

表
す　

と
活
用
の
種
類
が
同
じ
動
詞
を
、
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
ん
で

記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア　

計
画
す
る 　

 

イ　

書
く 　

 

ウ　

来
る　

  

エ　

起
き
る

４　

お
っ
く
う
が
ら
ず
に
手
紙
を
書
く　

と
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
意
味
の
表

現
を
、
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア　

筆
を
入
れ
る　

 

イ　

筆
遣
い　

 

ウ　

筆
を
折
る　

 

エ　

筆
ま
め

三 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
１
〜
４
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〰
〰

〰
〰

①

②

〰
〰

③

④

①

②

③

④

〰
〰

〰
〰

〰
〰



―　2　―



―　3　――　4　―

３　

次
は
、
Ａ
班
、
Ｂ
班
の
発
表
を
聞
い
た
春
子
さ
ん
と
昭
雄
さ
ん
の
会
話

で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　
〔　

〕
に
当
て
は
ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
五
字
で
抜
き
書
き
し

な
さ
い
。

⑵　
〔
ｂ
〕
に
適
す
る
内
容
を
、
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
を

書
き
な
さ
い
。

ア　

自
分
が
恥
ず
か
し
く
、
相
手
に
感
じ
た
引
け
目
を
ご
ま
か
そ
う

イ　

泣
き
そ
う
な
顔
を
見
せ
た
く
な
い
の
で
、
み
ん
な
を
笑
わ
せ
よ
う

ウ　

無
理
な
こ
と
を
語
る
相
手
を
か
ら
か
い
、
考
え
直
さ
せ
よ
う

エ　

見
下
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
、
怒
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
よ
う

⑶　
〔　

〕
に
適
す
る
内
容
を
、
四
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

春
子 　

二
つ
の
班
の
発
表
か
ら
、
二
人
の
人
物
像
の
違
い
が
よ
く

わ
か
っ
て
き
た
わ
。

昭
雄 　

こ
の
場
面
は
、
渓
哉
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
二
人
の
違
い
を
渓
哉
が
ど
う
感
じ
た
か
、
と
い
う

こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
よ
。

春
子 　

実
紀
自
身
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
渓
哉
は
、

実
紀
が
こ
れ
ま
で
と
は
変
わ
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
の
ね
。

昭
雄　

だ
か
ら
実
紀
を
「〔　

〕」
と
表
現
し
た
ん
だ
ね
。

春
子 　
「
目
を
伏
せ
た
自
分
が
嫌
で
、
口
調
を
わ
ざ
と
冗
談
っ
ぽ

く
崩
す
」
と
い
う
部
分
に
は
、
渓
哉
の
〔
ｂ
〕
と
い
う
気
持

ち
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
う
。
渓
哉
に
は
、
実
紀
と
の
会

話
が
何
か
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
わ
。

昭
雄 　

そ
う
だ
ね
。「
渓
哉
の
食
欲
は
急
速
に
萎
え
て
い
っ
た
」
の

部
分
か
ら
は
渓
哉
の
〔　

〕
と
い
う
思
い
が
よ
く
伝
わ
っ
て

く
る
ね
。

春
子 　

そ
う
い
う
思
い
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
こ
の
後
、 

渓
哉
が

ど
う
成
長
し
て
い
く
の
か
、
読
み
進
め
る
の
が
楽
し
み
ね
。

 

ａ 

ｃ

 

ａ

 

ｃ

四 

あ
る
学
級
で
、
国
語
の
時
間
に
次
の
文
章
を
読
み
、
各
班
で
課
題
を
決

め
て
話
し
合
っ
た
。
後
の
１
〜
３
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

、

ず
っ
と
一
緒
に
い
た
。
ず
っ
と
一
緒
に
野
球
を
や
っ
て
き
た
。

互
い
の
家
を
行
き
来
し
て
、「
あ
ん
た
ら
、
ど
っ
ち
の
家
の
子
か
わ
か
ら
ん
よ
う

に
な
っ
と
る
ね
え
」
と
、
周
り
に
呆あ

き

れ
ら
れ
た
り
も
し
た
。

実
紀
の
こ
と
な
ら
何
で
も
知
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
。

そ
れ
が
、
ど
う
だ
。

目
の
前
に
座
っ
て
い
る
の
は
、
見
知
ら
ぬ
男
で
は
な
い
か
。
渓
哉
よ
り
ず
っ
と
リ

ア
ル
に
、
ず
っ
と
具
体
的
に
根
を
張
り
巡
ら
せ
て
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
男
だ
。

 

「
お
ま
え
、
馬
鹿
じ
ゃ
な
。
こ
ん
な
田
舎
に
囚と

ら

わ
れ
て
、
ず
っ
と
縛
り
付
け
ら
れ
て

る
つ
も
り
な
ん
か
よ
。
町
と
一
緒
に
廃す

た

れ
て
し
も
う
て
え
え
ん
か
」

そ
う
揶

＊
や

揄ゆ

す
る
の
は
容た

や
す易

い
。
け
れ
ど
、
ど
れ
ほ
ど
嗤

＊
わ
ら

っ
て
も
嘲

ち
ょ
う
ろ
う弄

し
て
も
、
実

紀
は
び
く
と
も
し
な
い
だ
ろ
う
。

 

「
そ
う
か
…
…
」

目
を
伏
せ
て
い
た
。

実
紀
の
よ
う
に
素
直
に
笑
え
な
い
。

 

「
お
ま
え
、
意
外
に
、
真
面
目
じ
ゃ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
。
知
ら
ん
か
っ
た
な
あ
」

目
を
伏
せ
た
自
分
が
嫌
で
、
口
調
を
わ
ざ
と
冗
談
っ
ぽ
く
崩
す
。

 

「
ま
あ
な
。
お
れ
、
淳じ

ゅ
ん
や也

さ
ん
を
目
標
に
し
と
る
け
ん
」

実
紀
が
口
元
を
結
ぶ
。
一
打
逆
転
の
打
席
に
向
か
う
と
き
の
よ
う
に
、
硬
く
引
き

締
ま
っ
た
表
情
だ
。

 

「
兄
貴
？　

何
で
兄
貴
が
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
」

 

「
だ
っ
て
、
淳
也
さ
ん
、
す
ご
い
が
。
本
気
で
地
元
の
た
め
に
動
い
て
、
商
売
を
繋つ

な

げ
て
、
新
し
い
繋
が
り
も
ど
ん
ど
ん
作
っ
て
い
っ
て
…
…
。
淳
也
さ
ん
を
見
と
る
と

勇
気
っ
ち
ゅ
う
か
、
や
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
気
持
ち
が
湧わ

い
て
く
る
」

 

「
ふ
ー
ん
」

気
の
な
い
返
事
を
し
て
み
る
。
こ
れ
も
、
わ
ざ
と
だ
。
丼
に
山
盛
り
の
飯
を
掻か

き

込
む
。『
み
そ
の
苑え

ん

』
は
、
米
と
野
菜
を
近
隣
の
契
約
農
家
か
ら
仕
入
れ
る
。
そ
の

季
節
に
採
れ
る
最
高
の
食
材
を
提
供
す
る
。
が
、
謳う

た

い
文
句
で
あ
り
、
板
場
を
し
き

る
栄
美
の
父
の
矜

＊
き
ょ
う
じ持

だ
っ
た
。
そ
の
矜
持
に
相ふ

さ
わ応

し
く
、
ど
の
料
理
も
新
鮮
で
美う

味ま

い
。
し
か
し
、
渓
哉
の
食
欲
は
急
速
に
萎な

え
て
い
っ
た
。

（
あ
さ
の
あ
つ
こ
『
透
き
通
っ
た
風
が
吹
い
て
』
に
よ
る
）

【
注
】

　

＊
奈
義
牛
…
…
岡
山
県
奈
義
町
で
飼
育
生
産
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ン
ド
牛

　

＊
揶
揄
…
…
か
ら
か
う
こ
と

　

＊
嗤
っ
て
も
嘲
弄
し
て
も
…
…
悪
く
言
っ
て
笑
っ
て
も
か
ら
か
っ
て
も

　

＊
矜
持
…
…
自
分
の
能
力
を
優
れ
た
も
の
と
し
て
誇
る
気
持
ち
、
自
負
、
プ
ラ
イ
ド



―　3　――　4　―

１　

Ａ
班
で
は
、
渓
哉
の
人
物
像
を
と
ら
え
る
た
め

―
線
部
の
表
現
に

着
目
し
た
。

⑴　

他
力
本
願　

と
あ
る
が
、
渓
哉
の
考
え
の
ど
の
よ
う
な
点
が
他
力
本

願
な
の
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
書
き
な
さ
い
。

⑵　

渓
哉
の
人
物
像
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。〔　
　

〕
に
適
す
る
内

容
を
書
き
な
さ
い
。

２　

Ｂ
班
で
は
、
実
紀
の
人
物
像
を
と
ら
え
る
た
め　
　
　

線
部
の
表
現
に

着
目
し
た
。

⑴　

屈
託
の
な
い
笑
み　

と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
笑
み
か
。
本
文
中
の

語
句
を
用
い
て
書
き
な
さ
い
。

⑵　

根
を
張
り
巡
ら
せ
て
生
き
て
行
こ
う　

と
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
ど

う
す
る
こ
と
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
ん

で
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア　

地
元
か
ら
離
れ
ず
に
、
ず
っ
と
縛
り
付
け
ら
れ
て
暮
ら
す
こ
と

イ　

子
ど
も
た
ち
に
野
球
を
教
え
る
こ
と
を
職
業
に
し
て
暮
ら
す
こ
と

ウ　

地
元
の
情
報
を
収
集
し
、
発
信
し
な
が
ら
都
会
で
暮
ら
す
こ
と

エ　

地
元
に
腰
を
す
え
、
人
と
の
関
わ
り
を
広
げ
て
暮
ら
す
こ
と

⑶　

実
紀
の
人
物
像
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。〔　
　

〕
に
適
す
る
内

容
を
書
き
な
さ
い
。

「
ふ
わ
ふ
わ
と
軽
く
」「
浮
遊
す
る
」「
消
え
去
っ
て
し
ま
う
」
な  

ど
の
表
現
か
ら
、
将
来
に
つ
い
て
〔　
　

〕
人
物
像
を
思
わ
せ
る
。

「
根
っ
こ
」「
び
く
と
も
し
な
い
」「
硬
く
引
き
締
ま
っ
た
」
な
ど  

の
表
現
か
ら
、
将
来
に
つ
い
て
〔　
　

〕
人
物
像
を
思
わ
せ
る
。

四 

あ
る
学
級
で
、
国
語
の
時
間
に
次
の
文
章
を
読
み
、
各
班
で
課
題
を
決

め
て
話
し
合
っ
た
。
後
の
１
〜
３
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

 

「
郷
土
愛
じ
ゃ
、
郷
土
愛
。
お
れ
は
、
美
作
や
古ふ

る

町ま
ち

が
好
き
な
ん
じ
ゃ
。
で
き
た
ら
、

ず
っ
と
こ
こ
で
暮
ら
し
た
い
て
思
う
と
る
」

 

「
え
？　

お
ま
え
、
神
戸
か
京
都
の
大
学
、
受
験
す
る
つ
も
り
じ
ゃ
っ
て
言
う
て
な

か
っ
た
か
」

 

「
だ
か
ら
、
一
旦
は
外
に
出
て
も
い
ろ
い
ろ
と
蓄
え
て
、
ま
た
帰
っ
て
き
た
い
て
思

う
と
る
わ
け
」

 

「
い
ろ
い
ろ
蓄
え
る
っ
て
？
」

 

「
だ
か
ら
い
ろ
い
ろ
じ
ゃ
。
例
え
ば
…
…
技
術
と
か
情
報
と
か
、
つ
ま
り
、
こ
こ
が

豊
か
に
な
る
よ
う
な
ノ
ウ
ハ
ウ
み
た
い
な
も
の
を
、
で
き
る
だ
け
よ
う
け
吸
収
し
て

持
ち
帰
る
み
た
い
な
…
…
」

 

「
実
紀
、
そ
ん
な
こ
と
考
え
と
っ
た
ん
か
」

 

「
ま
あ
な
。
あ
、
む
ろ
ん
、
野
球
は
続
け
る
で
。
美
作
に
帰
っ
て
、
チ
ビ
ッ
コ
た
ち

に
野
球
の
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
ら
れ
た
ら
え
え
も
ん
な
。
そ
う
い
う
の
、
え
え
じ
ゃ

ろ
。
奈

＊
な

義ぎ

牛ぎ
ゅ
うレ

ベ
ル
、
つ
ま
り
最
高
よ
な
」

実
紀
が
笑
う
。
屈
託
の
な
い
笑
み
だ
。

ど
ん
。
強
く
胸
を
衝つ

か
れ
た
。
束
の
間
だ
が
、
息
が
詰つ

ま

っ
た
。

今
、
初
め
て
実
紀
の
想お

も

い
を
聞
い
た
。
渓
哉
は
飛
び
立
つ
こ
と
ば
か
り
に
心
を
奪

わ
れ
て
い
た
。
未
知
の
場
へ
、
未
知
の
世
界
へ
、
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
へ
飛
び
立

つ
望
み
と
不
安
の
間
で
揺
れ
て
い
た
。

自
分
の
背
に
翼
が
あ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
飛
翔
で
き
る
。
な
ん
て
夢
物
語
を
信
じ

て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
で
も
、
思
い
切
っ
て
飛
べ
ば
、
何
か
に
出
会
え
て
道
が
開

け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
は
期
待
し
て
い
た
。

淡
く
、
根
拠
の
な
い
、
そ
し
て
他
力
本
願
の
期
待
だ
。
ふ
わ
ふ
わ
と
軽
く
、
た
だ

浮
遊
す
る
。
少
し
強
い
風
が
吹
け
ば
、
さ
ら
わ
れ
て
ど
こ
か
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
。

実
紀
の
想
い
に
は
根
っ
こ
が
あ
る
。
現
実
に
向
か
い
合
う
覚
悟
が
あ
る
。

　

岡
山
県
美み

ま
さ
か作

市
の
高
校
三
年
生
実み

紀の
り

と
渓け

い

哉や

は
、
野
球
部
の
活
動
が
終
わ
り
受

験
勉
強
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
実
紀
は
親
戚
の
栄え

い

美み

の
親
が
経
営
す
る
温
泉
旅
館

の
夕
食
に
渓
哉
を
誘
い
、
話
し
始
め
た
。



―　5　―

五 

次
の
【
Ⅰ
】【
Ⅱ
】
を
読
ん
で
、
１
〜
４
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
Ⅰ
】

　

秋し
う　

風ふ
う
ノ　

引い
ん　

　

劉り
う

禹う

錫し
や
く　

　
（
書
き
下
し
文
）

何い
づ
レ
ノ

　

処
と
こ
ろ
ヨ
リ
カ

　

秋　

風　

至
ル　

　
　
　

何
れ
の
処
よ
り
か
秋
風
至
る

蕭せ
う　

蕭せ
う
ト
シ
テ

　

送
ル

二

雁が
ん　

群ぐ
ん
ヲ一　

　
　

蕭
蕭
と
し
て
雁
群
を
送
る

朝て
う　

来ら
い　

入
リ

二

庭　

樹
ニ

一　
　
　

朝
来
〔　
　

Ａ　
　

〕

孤こ　

客か
く　

最
モ　

先
ニ　

聞
ク　

　
　
　

孤
客
最
も
先
に
聞
く

 

（
口
語
訳
）

秋
風
の
歌

ど
こ
か
ら
秋
風
が
吹
い
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
の
寂
し
げ
に
吹
い

て
雁
の
群
れ
を
送
っ
て
い
ま
す
。
今
朝
、
庭
の
木
々
に
吹
き
込
ん
で
枝
を

さ
ら
さ
ら
鳴
ら
し
て
い
た
音
を
、
一
人
ぼ
っ
ち
の
旅
人
で
あ
る
私
が
い
ち

早
く
聞
き
つ
け
た
の
で
す
。

【
Ⅱ
】

 

藤ふ
ぢ

原は
ら
の

敏と
し

行ゆ
き

秋
来き

ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見（

見
え
な
い
が
）

え
ね
ど
も

風
の
音
に
ぞ
お（
は
っ
と
し
て
気
づ
か
さ
れ
た
）

ど
ろ
か
れ
ぬ
る

１　
〔
Ａ
〕
に
当
て
は
ま
る
書
き
下
し
文
を
書
き
な
さ
い
。

２　
【
Ⅰ
】
の
漢
詩
の
形
式
を
漢
字
四
字
で
書
き
な
さ
い
。

３　
【
Ⅱ
】
の　

さ
や
か
に　

の
意
味
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の

ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア　

静
か
に　

イ　

ぼ
ん
や
り
と　

ウ　

わ
ず
か
に　

エ　

は
っ
き
り
と

４　

次
は
、【
Ⅰ
】【
Ⅱ
】
に
つ
い
て
の
鑑
賞
文
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　
〔　

〕
に
当
て
は
ま
る
漢
字
一
字
を
、【
Ⅰ
】
か
ら
抜
き
書
き
し
な

さ
い
。

【
Ⅰ
】
に
つ
い
て

秋
風
の
中
を
飛
ぶ
雁
の
姿
を
見
つ
め
て
い
る
「
旅
人
」
は
、
今
朝
、

秋
風
が
木
々
の
枝
を
揺
ら
し
た
音
を
真
っ
先
に
聞
き
つ
け
た
。「
旅
人
」

は
、
故
郷
を
遠
く
離
れ
て
暮
ら
す
作
者
自
身
を
表
し
て
い
る
。
結
句
の

「
孤
」
と
、
承
句
の
「〔　

〕」
を
対
照
的
に
用
い
る
こ
と
で
、
一
人

で
秋
を
迎
え
た
作
者
の
孤
独
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

【
Ⅱ
】
に
つ
い
て

立
秋
の
日
（
こ
の
日
か
ら
秋
と
な
る
日
）
に
詠
ま
れ
た
和
歌
で
あ
る
。

夏
の
名
残
が
あ
り
、〔
ｂ
〕
も
の
に
は
変
化
は
ま
だ
感
じ
ら
れ
な
い
が
、

〔　

〕
に
秋
の
訪
れ
を
発
見
し
た
作
者
の
感
動
が
表
れ
て
い
る
。

【
Ⅰ
】【
Ⅱ
】
に
つ
い
て

新
た
な
季
節
の
訪
れ
を
、〔
ｄ
〕
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。

 

ａ

 

ｃ 

ａ
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⑵　
〔
ｂ
〕
に
は
適
す
る
語
句
を
五
字
以
内
の
現
代
語
で
書
き
、〔　

〕

に
は
当
て
は
ま
る
語
句
を
【
Ⅱ
】
か
ら
五
字
以
内
で
抜
き
書
き
し
な
さ

い
。

⑶　
〔
ｄ
〕
に
適
す
る
内
容
を
、
二
十
五
字
以
内
の
現
代
語
で
書
き
な
さ

い
。

六 

現
在
、
科
学
技
術
の
様
々
な
分
野
で
研
究
開
発
が
進
み
、
私
た
ち
の
生
活

も
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。
あ
な
た
が
感
じ
て
い
る
科
学
技
術
の
発
展

に
よ
る
生
活
の
変
化
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
あ
な
た
の
考
え
を
、

次
の
〈
条
件
〉
に
し
た
が
っ
て
書
き
な
さ
い
。

〈
条
件
〉

 　

１　

題
名
は
不
要

 　

２　

字
数
は
二
百
字
以
上
、
二
百
五
十
字
以
内

 

ｃ




