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※
注
意　

各
ペ
ー
ジ
の
全
て
の
問
題
に
つ
い
て
、
解
答
す
る
際
に

字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
句
読
点
や
「 

 

」
な
ど
の

符
号
も
字
数
に
数
え
る
こ
と
。         

 

一 

こ
れ
か
ら
、
三
田
さ
ん
が
川
辺
さ
ん
に
、
文
化
祭
の
ク
ラ
ス
の
催
し
物
に
つ
い

て
相
談
し
て
い
る
場
面
と
、
そ
れ
に
関
連
し
た
問
い
を
四
問
放
送
し
ま
す
。
よ
く

聞
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 　

（
放
送
が
流
れ
ま
す
。
） 
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⑴
（
問
い
を
放
送
し
ま
す
。
） 

　

［
選
択
肢
］ 

　

ア　

「
歌
お
う
よ
」
の
歌
う
主
体
が
、
最
初
の
説
明
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
る
点
。 

　

イ　

「
歌
お
う
よ
」
の
歌
う
主
体
が
、
最
初
の
説
明
以
上
に
活
躍
し
て
い
る
点
。 

　

ウ　

「
歌
お
う
よ
」
の
歌
う
主
体
が
、
最
初
の
説
明
で
は
存
在
し
て
い
な
い
点
。 

　

エ　

「
歌
お
う
よ
」
の
歌
う
主
体
が
、
最
初
の
説
明
と
か
み
合
っ
て
い
な
い
点
。 

 

⑵
（
問
い
を
放
送
し
ま
す
。
） 

　

［
選
択
肢
］   

 

ア　

川
辺
さ
ん
は
言
葉
の
響
き
に
着
目
し
て
い
る
が
、
三
田
さ
ん
は
言
葉
が
意
味

す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。 

イ　

川
辺
さ
ん
は
言
葉
が
示
す
情
緒
性
に
着
目
し
て
い
る
が
、
三
田
さ
ん
は
言
葉

が
も
つ
音
楽
性
を
意
識
し
て
い
る
。 

ウ  

川
辺
さ
ん
は
言
葉
が
及
ぼ
す
影
響
力
に
着
目
し
て
い
る
が
、
三
田
さ
ん
は
言

 

葉
の
規
則
性
を
意
識
し
て
い
る
。

エ  

川
辺
さ
ん
は
言
葉
の
働
き
に
着
目
し
て
い
る
が
、
三
田
さ
ん
は
言
葉
の
表
現

 

技
法
を
意
識
し
て
い
る
。

      

⑶
（
問
い
を
放
送
し
ま
す
。
） 

　

［
選
択
肢
］ 

ア　

一
つ
目
は
言
葉
の
リ
ズ
ム
を
重
視
し
て
作
ら
れ
て
い
る
が
、
二
つ
目
は
客
観

性
を
重
視
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。 

イ  

一
つ
目
は
親
し
み
を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る
が
、
二
つ
目
は
お
店
側
の
願
望

を
込
め
て
作
ら
れ
て
い
る
。 

ウ  

一
つ
目
は
お
店
側
の
立
場
で
作
ら
れ
て
い
る
が
、
二
つ
目
は
お
客
側
の
立
場

で
作
ら
れ
て
い
る
。 

エ  

一
つ
目
は
個
性
を
伝
え
る
目
的
で
作
ら
れ
て
い
る
が
、
二
つ
目
は
利
便
性
を

 

伝
え
る
目
的
で
作
ら
れ
て
い
る
。

 ⑷
（
問
い
を
放
送
し
ま
す
。
） 

　

［
選
択
肢
］ 

　

ア　

お
店
の
特
徴
を
伝
え
る
こ
と
で
、
静
か
な
お
店
で
食
事
を
し
た
い
人
に
、
に 

ぎ
や
か
な
お
店
で
食
事
す
る
良
さ
を
積
極
的
に
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
。

　

イ  

お
店
の
特
徴
を
伝
え
る
こ
と
で
、
お
客
さ
ん
を
集
め
る
た
め
だ
け
で
な
く
、

文
化
祭
に
来
る
お
客
さ
ん
が
お
店
選
び
を
し
や
す
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
か
ら
。 

　

ウ　

お
店
の
特
徴
を
伝
え
る
こ
と
で
、
文
化
祭
に
来
る
お
客
さ
ん
が
、
食
事
を
提 

供
す
る
お
店
は
ど
こ
な
の
か
を
、
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
工
夫
し
て
い
る
か
ら
。

　

エ　

お
店
の
特
徴
を
伝
え
る
こ
と
で
、
に
ぎ
や
か
な
お
店
が
好
き
な
人
も
静
か
な

お
店
が
好
き
な
人
も
、
一
緒
に
楽
し
め
る
空
間
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
。 

   

聞
き
取
り
検
査
終
了
後
、

ペ
ー
ジ
以
降
も
解
答
し
な
さ
い
。

3
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二　
次
の
⑴
～
⑷
の　
　
　

の
漢
字
の
読
み
を
、
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。 

 　

⑴　

作
家
を
招
い
て
講
演
会
を
開
く
。　
　
　
　
　

 

 　

⑵　

私
語
を
慎
む
よ
う
に
注
意
を
促
す
。　
　
　
　
　
　
　

 

 　

⑶　

曖
昧
な
態
度
で
は
誤
解
さ
れ
や
す
い
。　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

⑷　

あ
え
て
辛
辣
な
意
見
を
述
べ
る
。 

             

三　
次
の
⑴
～
⑸
の　
　
　

の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
漢
字
に
直
し
て
、
楷
書
で
書
き

 

な
さ
い
。

 　

⑴　

知
り
合
っ
て
ま
だ
日
が
ア
サ
い
。 

 　

⑵　

初
日
の
出
を
オ
ガ
む
。 

 　

⑶　

映
画
の
ヒ
ヒ
ョ
ウ
を
す
る
。 

 　

⑷　

新
し
い
分
野
の
雑
誌
を
ソ
ウ
カ
ン
す
る
。 

 　

⑸　

年
功
ジ
ョ
レ
ツ
の
制
度
。 

 

四　
（
省
略
）
（
鹿
毛
雅
治
『
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
心
理
学
』
に
よ
る
。
） 

か

げ

ま
さ
は
る

 

五　
（
省
略
）
（
逸
木
裕
『
風
を

彩

る
怪
物
』
に
よ
る
。
） 

い
つ

き

ゆ
う

い
ろ
ど
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六　
次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
⑴
～
⑷
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 　

こ
れ
も
今
は
昔
、
あ
る
僧
、
人
の
も
と
へ
行
き
け
り
。
酒
な
ど
勧
め
け
る
に
、 

 

氷
魚
は
じ
め
て
出
で
来
た
り
け
れ
ば
、
あ
る
じ
珍
し
く
思
ひ
て
、
も
て
な
し
け
り
。

ひ

を

い

  

（
初
物
と
し
て
出
回
り
始
め
た
の
で
） 

あ
る
じ
用
の
事
あ
り
て
、
内
へ
入
り
て
、
ま
た
出
で
た
り
け
る
に
、
こ
の
氷
魚
の
殊こ

と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
出
て
来
て
見
る
と
） 

の
外
に
少
な
く
な
り
た
り
け
れ
ば
、
あ
る
じ
、
い
か
に
と
思
へ
ど
も
、
い
ふ
べ
き
や

ほ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
変
だ
な
と
は
思
っ
た
が
） 

う
も
な
か
り
け
れ
ば
、
物
語
し
ゐ
た
り
け
る
程
に
、
こ
の
僧
の
鼻
よ
り
氷
魚
の
一
つ 

                 

（
雑
談
を
し
て
い
る
う
ち
に
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ふ
と
出
で
た
り
け
れ
ば
、
あ
る
じ
あ
や
し
う
覚
え
て
、
「
そ
の
鼻
よ
り
氷
魚
の
出
で
た 

る
は
、
い
か
な
る
事
に
か
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
取
り
も
あ
へ
ず
、
「
こ
の
比
の
氷
魚
は 

ご
ろ

　
　

 

（
ど
う
し
た
こ
と
で
す
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
即
座
に
）

目
鼻
よ
り
降
り

候

ふ
な
る
ぞ
」
と
い
ひ
た
り
け
れ
ば
、
人
皆
、「
は
」
と
笑
ひ
け
り
。 

さ
ぶ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
「
わ
っ
」
と
笑
っ
た
） 

（
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
よ
る
。
）  

 　

（
注
）
氷
魚
＝
ア
ユ
の
稚
魚
。
色
は
半
透
明
で
、
体
長
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
。 

 

Ａ

Ｂ

Ｃ

（
注
）

（
不
意
に
）

⑴　

文
章
中
の　

あ
や
し
う　

を
現
代
仮
名
づ
か
い
に
改
め
、
ひ
ら
が
な
で
書
き
な

さ
い
。 

 

⑵　

文
章
中
の　

酒
な
ど
勧
め
け
る
に　

の
主
語
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
書
き
な
さ
い
。 

　

ア　

あ
る
じ　
　

イ　

あ
る
僧　
　

ウ　

氷
魚　
　

エ　

作
者 

 

⑶　

文
章
中
の　

い
か
に　

と
あ
る
じ
が
思
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
「
氷
魚
が
…
…
」
に

続
く
形
で
二
十
字
以
上
、
二
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

              
Ｂ Ａ
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⑷　

次
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
あ
と
に
、
花
田
さ
ん
と
月
森
さ
ん
が
文
章
中
の

こ
の
比
の
氷
魚
は
目
鼻
よ
り
降
り

候

ふ
な
る
ぞ　

に
つ
い
て
、
話
し
合
っ
た
場
面

ご
ろ

さ
ぶ
ら

の
一
部
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
⒜
～
⒞
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

花
田
さ
ん　

こ
の
発
言
を
聞
い
て
、
そ
の
場
に
い
た
人
は
皆
笑
っ
た
と
あ
り
ま

 

す
が
、
ど
こ
が
面
白
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

月
森
さ
ん　

こ
の
発
言
は
、
鼻
か
ら
氷
魚
が
出
た
こ
と
を
あ
る
じ
か
ら
問
わ
れ

て
、
と
っ
さ
に
答
え
た
も
の
で
す
よ
ね
。
鼻
か
ら
氷
魚
が
出
て
く
る

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
僧
は
、
氷
魚
を 

　
　
　

 

と
考
え
ら
れ
ま
す

ね
。
し
か
も
、
お
そ
ら
く
大
量
の
氷
魚
を
。 

花
田
さ
ん　

な
る
ほ
ど
。
だ
か
ら
不
意
に
出
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
す
ね
。
で

も
、
な
ぜ
こ
の
発
言
で
は
、
氷
魚
が
「
出
る
」
で
は
な
く
「
降
る
」

 

な
の
で
し
ょ
う
か
。

月
森
さ
ん　

そ
れ
は
、
「
氷
魚
」
と
い
う
言
葉
の
読
み
方
、
す
な
わ
ち
音
の
響
き

を
ふ
ま
え
て
発
言
し
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
即
座
に
機
転

を
き
か
せ
た
発
言
だ
か
ら
こ
そ
、
人
々
の
笑
い
を
引
き
起
こ
し
た
の

 

で
し
ょ
う
。

花
田
さ
ん　

僧
と
食
事
の
関
係
で
言
え
ば
、
香
り
の
強
い
野
菜
や
酒
を
、
持
ち

 

込
む
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
寺
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
よ
。

月
森
さ
ん　

「
不
許
葷
酒
入
山
門
」
で
す
ね
。
実
際
に
、
寺
の
門
の
そ
ば
に
あ

る
石
柱
に
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
時
代
背
景

を
考
え
る
と
、
さ
ら
に
こ
の
文
章
の
面
白
味
が
増
し
ま
す
ね
。

Ｃ
 

⒜　

文
章
中
の 

　
　
　

 

に
入
る
言
葉
を
、
五
字
以
上
、
十
字
以
内
で
書
き
な
さ

い
。 

 

⒝　

こ
の
僧
の
、
機
転
を
き
か
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
書
き
な
さ
い
。 

ア　

鼻
か
ら
出
た
氷
魚
を
、
激
し
く
吹
き
荒
れ
る
雨
に
見
立
て
る
こ
と
で
、
そ

 

の
場
を
取
り
繕
お
う
と
し
た
。

イ　

鼻
か
ら
出
た
氷
魚
を
、
眼
球
を
う
る
お
し
た
涙
に
見
立
て
る
こ
と
で
、
そ

 

の
場
を
取
り
繕
お
う
と
し
た
。

ウ　

鼻
か
ら
出
た
氷
魚
に
、
氷
の
か
た
ま
り
で
あ
る
ひ
ょ
う
（
雹
）
を
か
け
て
、

 

そ
の
場
を
取
り
繕
お
う
と
し
た
。

エ　

鼻
か
ら
出
た
氷
魚
に
、
棒
状
の
氷
で
あ
る
つ
ら
ら
（
氷
柱
）
を
か
け
て
、

 

そ
の
場
を
取
り
繕
お
う
と
し
た
。

 ⒞　

文
章
中
の　

不
許
葷
酒
入
山
門　

は
、
「
葷
酒
山
門
に
入
る
を
許
さ
ず
」
と
訓

く
ん
し
ゅ

い

読
し
、
次
の
「
葷  

酒  

入　

山  

門 

」
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。
訓
読
文
を
参

考
に
し
て
、
こ
れ
に
返
り
点
を
つ
け
な
さ
い
。 

 
葷  

酒  

入　

山  

門

ル
ヲ

ニ

ル
ヲ

ニ
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七　
次
の
【
資
料
】
は
、「
日
本
と
諸
外
国
と
の
文
化
交
流
を
進
め
る
こ
と
の
意
義
」

に
つ
い
て
質
問
し
た
結
果
（
複
数
回
答
）
の
一
部
で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
、
あ
と

の
〈
条
件
〉
に
し
た
が
い
、
〈
注
意
事
項
〉
を
守
っ
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
書
き

 

な
さ
い
。

   

 

　
　

年　

齢　

別

       

20 - 29 歳

４１．１％

３１．９％

２４．３％

２３．８％

２２．６％

２４．６％

30 - 39 歳

40 - 49 歳

50 - 59 歳

60 - 69 歳

70 歳以上

  （文化庁「文化に関する世論調査　報告書 
　 (令和４年３月)」より作成）

　「日本と諸外国との間の相互理解や信頼関係が深まり、
国際関係の安定につながる」と回答した人の年齢別の割合

 【資料】

　

〈
条
件
〉                              

 

　
　

①　

二
段
落
構
成
と
し
、
十
行
以
内
で
書
く
こ
と
。 

②　

前
段
で
は
、
【
資
料
】
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
対
す
る
あ
な
た

 

の
考
え
を
書
く
こ
と
。

③　

後
段
で
は
、
前
段
を
ふ
ま
え
て
、
あ
な
た
が
今
後
諸
外
国
と
の
文
化
交
流

を
行
う
機
会
が
あ
っ
た
ら
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
交
流
を
行
い
た
い
か
を
、

 

そ
の
理
由
と
と
も
に
書
く
こ
と
。

 　

〈
注
意
事
項
〉 

 

　
　

①　

氏
名
や
題
名
は
書
か
な
い
こ
と
。

  
 

　

②　

原
稿
用
紙
の
適
切
な
使
い
方
に
し
た
が
っ
て
書
く
こ
と
。

   

　

   

た
だ
し
、　
　
　

や　
　

な
ど
の
記
号
を
用
い
た
訂
正
は
し
な
い
こ
と
。 

   
 

    


