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語

※
答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。　

問
題
一　
　

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

　

世
界
は
、
結
局
不
可
解
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。

　

わ
か
っ
た
こ
と
に
し
て
し
ま
え
ば
い
い
。
つ
ま
り
解
釈
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
前
提
と
し
て
お
き
た
い
の
が
、「
解
釈
」と
「
理
解
」で
あ
る
。
同
じ
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
別
物
で
あ
る
。

　

「
あ
あ
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
」
と
、
「
理
解
」
は
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
が
、
「
解
釈
」
は
も
と
も
と
こ
ち
ら
の
都
合
で
あ
る
。
こ
ち

ら
が
勝
手
に
解
釈
す
る
。
こ
の
意
味
で
理
解
と
い
う
の
は
よ
り
感
覚
系
に
近
く
、
解
釈
は
と
い
え
ば
、
運
動
系
に
近
い
。
理
解
は
感
覚
の

延
長
で
あ
り
、
解
釈
は
運
動
の
延
長
で
あ
る
。
た
だ
し
両
者
は
方
向
、
つ
ま
り
向
き
が
違
う
。
理
解
は
外
か
ら
中
へ
、
解
釈
は
中
か
ら
外

へ
、
で
あ
る
。

　

マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
「
思
考
は
感
覚
だ
」
と
言
う
が
、
思
考
が
「
理
解
」
で
あ
る
な
ら
、
感
覚
と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
に
思
う
。

　

脳
か
ら
見
れ
ば
、
理
解
は
精
確
な
認
知
の
結
果
、
つ
ま
り
入
力
系
＝
感
覚
系
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
。

　

風
呂
に
入
れ
ば
身
体
が
軽
く
な
る
。
こ
れ
は
だ
れ
で
も
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
ア
ル
キ
メ
デ
ス
は
「
排
除
し

た
水
の
分
だ
け
軽
く
な
る
」
こ
と
を
理
解
し
た
。
そ
の
瞬

（
あ
）間

に
、
い
ま
ま
で
た
だ
バ

（
ア
）ク

ゼ
ン
と
軽
く
な
っ
て
い
た
身
体
が
、
明
確
な

リ（
イ
）

ン
カ
ク
を
帯
び
て
軽
く
な
っ
た
。
近
眼
が
眼
鏡
を
か
け
た
と
き
の
よ
う
に
、
世
界
の
ピ
ン
ト
が
合
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
原
理
」
を
当
人
が
言
語
化
し
た
の
は
、
感
覚
と
し
て
理
解
し
た
後
で
あ
る
。
理
詰
め
で
考
え
て
い
っ
て
原
理
に

到
（
い
）達

し
た
の
で
は
な
い
。
先
に
あ
っ
た
の
は
あ
く
ま
で
も
「
わ
か
っ
た
」
（
ユ
リ
イ
カ
）
と
い
う
ひ
ら
め
く
感
覚
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
解
釈
は
入
力
系
＝
感
覚
系
で
は
な
く
、
出
力
系
＝
運
動
系
に
属
し
て
い
る
。
「
出
力
系
か
ら
す
る
」
理
解
と
言
っ
て

も
い
い
。

　

多
く
の
場
合
、
解
釈
と
い
う
と
文
章
を
読
み
解
く
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
解
釈
の
対
象
は
必
ず
し
も
文
章
に
限
ら
な
い
。

解
釈
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
を
、
表
現
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
仕
方
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

哲
学
に
は
解
釈
学
と
い
う
分
野
が
あ
る
が
、
理
解
学
は
な
い
。
こ
れ
は
や
や
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
は
解
釈
を
す
る
が
、
理
解

は
し
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
世
界
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
無
理
も
な
い
か
。

　

現
代
で
は
解
釈
の
対
象
は
お
お
む
ね
人
為
、
人
の
作
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
文
章
は
そ
の
典
型
だ
ろ
う
。
自
然
の
解
釈
は
自
然
科
学
に

も
っ
ぱ
ら
任
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
然
科
学
に
頼
ら
ず
自
然
を
解
釈
す
る
と
、
た
と
え
ば
占
星
術
に
な
る
。

　

文
章
で
い
う
な
ら
、
理
解
は
相
手
の
書
い
て
い
る
内
容
に
素
直
に
従
う
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
を
自
分
の
都
合
で
読
ん
で
し
ま
う
の
は
勝

手
な
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
を
す
る
人
を
独
断
的
と
言
う
。



　

一
時
期
、
「
老
人
力
」
と
い
う
言
葉
が
流
行
し
た
。
ボ
ケ
て
い
る
、
忘
れ
っ
ぽ
い
と
い
っ
た
特
性
を
老
人
の
弱
点
で
は
な
く
、
能
力
で

あ
る
と
考
え
て
み
て
は
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
に
倣

（
ウ
）

っ
て
い
え
ば
、
こ
う
い
う
自
分
の
都
合
で
な
ん
で
も
読
ん
で
し
ま
う
人
は
「
解
釈

力
が
強
い
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
読
解
力
よ
り
解
釈
力
が
優
先
す
る
。
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
当
た
り
前
だ
が
、
解
釈
は
相

手
の
意
図
か
ら
は
根
本
的
に
は
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

東
京
大
学
で
の
現
役
時
代
、
各
学
部
の
代
表
が
集
ま
っ
た
会
議
の
席
上
で
、
医
学
部
出
身
の
森
亘
総
長
か
ら
、
当
時
の
松
尾
浩
也
法
学

部
長
に
御
下
問
が
あ
っ
た
。
東
京
大
学
の
総
則
の
中
と
、
各
学
部
の
規
則
の
中
に
、
ほ
ぼ
同
じ
文
面
が
あ
る
。
た
だ
し
語
尾
が
少
し
違

う
。
森
さ
ん
は
「
こ
う
い
う
語
尾
の
違
い
は
法
学
部
的
に
は
解
釈
が
違
う
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
松

尾
法
学
部
長
は
開
口
一
番
、
「
解
釈
せ
よ
と
言
わ
れ
れ
ば
、
い
か
よ
う
に
も
解
釈
は
致
し
ま
す
が
」
と
答
え
た
。

　

こ
れ
が
東
京
大
学
法
学
部
の
基
本
で
あ
る
ら
し
い
。
官
僚
が
法
律
を
作
る
時
は
、
「
い

（
ｂ
）か

よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
表
現
」
と
な
る
よ
う
、

鋭
意
努
力
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

文
学
の
よ
う
に
、
そ
の
場
に
最
も
適
切
な
表
現
を
探
し
て
徹
底
的
に
推

（
エ
）敲

し
た
り
、
理
科
系
の
よ
う
に
、
可
能
な
限
り
精
確
な
表
現
を

目
指
し
た
り
す
る
の
は
、
社
会
的
に
は
い
わ
ば
未
熟
な
態
度
で
あ
る
。
社
会
の
実
情
を
言
葉
で
縛
る
こ
と
な
ど
、
ど
う
せ
で
き
は
し
な

い
。
で
も
法
は
そ
れ
を
あ
え
て
縛
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
な
ら
で
き
る
限
り
の
自
由
度
を
あ
ら
か
じ
め
確
保
し
て
お
く
の
が
、

大
人
の
態
度
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

松
尾
法
学
部
長
の
発
言
を
聞
い
て
、
私
は
自
分
の
未
熟
を
反
省
し
た
の
で
あ
る
。

 

（
養
老
孟
司
『
ヒ
ト
の
壁
』
に
よ
る
。
た
だ
し
、
一
部
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。
）

　

問
一　

―
―
線
（
ア
）
～
（
エ
）
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
、
漢
字
は
読
み
を
平
仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

　

問
二　

―
―
線
（
エ
）
の
「
推
敲
」
の
意
味
と
、
「
推
敲
」
を
使
っ
た
短
文
を
書
き
な
さ
い
。

　

問
三 　

―
―
線
（
あ
）
瞬
間
の
「
瞬
」
と
、
―
―
線
（
い
）
到
達
の
「
到
」
を
使
用
し
た
二
字
熟
語
を
、
そ
れ
ぞ
れ
五
個
ず
つ
書
き
な

さ
い
。

　

問
四 　

作
者
は
「
理
解
」
と
「
解
釈
」
は
別
物
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
五
十
字
以
内
で

説
明
し
な
さ
い
。

　

問
五 　

―
―
線
（
ａ
）
「
解
釈
力
が
強
い
」
人
と
は
ど
の
よ
う
な
人
の
こ
と
を
指
す
の
か
、
次
の
①
〜
⑤
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号

を
書
き
な
さ
い
。

　
　
　

①　

偏
向
的
な
人　
　

②　

独
断
的
な
人　
　

③　

独
善
的
な
人　
　
　

④　

独
創
的
な
人　
　
　

⑤　

感
覚
的
な
人　
　

（
ａ
）



　

問
六 　

―
―
線
（
ｂ
）
法
律
が
な
ぜ
「
い
か
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
表
現
」
と
な
る
よ
う
作
成
さ
れ
る
の
か
、
作
者
の
考
え
と
合
致
し

て
い
る
と
思
う
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

　
　
　

①　

法
を
適
用
す
る
場
面
や
関
係
す
る
人
に
よ
っ
て
解
釈
は
変
わ
る
か
ら
。

　
　
　

②　

社
会
の
移
り
変
わ
り
は
激
し
く
、
時
代
に
合
わ
せ
て
法
を
変
え
て
い
く
か
ら
。

　
　
　

③　

当
事
者
の
状
況
に
よ
っ
て
一
律
に
法
の
適
用
が
で
き
な
い
か
ら
。

　
　
　

④　

社
会
と
い
う
も
の
を
言
葉
で
縛
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
。

　
　
　

⑤　

法
律
を
扱
う
者
と
し
て
、
確
固
た
る
指
針
が
必
要
だ
か
ら
。

　

問
七　

作
者
は
な
ぜ
自
分
が
未
熟
で
あ
る
と
思
っ
た
の
か
、
本
文
の
主
旨
を
踏
ま
え
て
自
分
の
考
え
を
百
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。

問
題
二　
　

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

　

現
代
社
会
の
中
で
の
科
学
は
、（　

Ａ　

）「
役
に
立
つ
技
術
を
生
む
た
め
の
知
識
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（　

Ｂ　

） 

「
役
に
立
つ
」
と
い
う
言
葉
に
、
科
学
者
も
社
会
も
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
（　

Ｃ　

）
「
役
に
立
つ
」
こ
と
は
大
事
で
す
が
、
そ
の
意

味
を
て
い
ね
い
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
（　

Ｄ　

）
、
科
学
と
科
学
技
術
は
決
し
て
同
じ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
科
学
、
科
学
技

術
、
役
に
立
つ
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
一
つ
一
つ
て
い
ね
い
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
理
科
離
れ
を
ウ（

ア
）

レ
い
、
大
人
の
科
学
リ
テ
ラ
シ
ー
の
ケ（

イ
）

ツ
ジ
ョ
を
嘆
く
声
は
、
新
し
い
科
学
技
術
開
発
と
そ
れ
が
生
み

出
す
新
製
品
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
経
済
成
長
を
求
め
て
の
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
必
要
性
を
否
定
は
し
ま
せ
ん
が
、
「
自
然
科

学
」
と
い
う
よ
う
に
、
科
学
の
本
来
の
姿
は
、
自
然
と
向
き
合
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
自
然
観
、
人
間
観
を
生
み
出
す
こ
と
で
す
。

（　

Ｅ　

）
、
科
学
は
一
つ
の
文
化
な
の
で
す
。
近
年
日
本
で
は
、
科
学
と
い
う
言
葉
を
単
純
に
科
学
技
術
に
置
き
換
え
て
し
ま
い
、
文
化

と
し
て
存
在
す
る
科
学
そ
の
も
の
を
忘
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　

科
学
を
文
化
と
す
る
な
ら
、
本
を
読
み
、
絵
を
ナ（

ウ
）ガ

め
、
音
楽
を
聴
く
の
と
同
じ
よ
う
に
、
誰
も
が
科
学
と
接
す
る
こ
と
が
で
き
て
初

め
て
、
科
学
が
社
会
の
中
に
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。
こ
こ
で
、
作
家
や
画
家
や
音
楽
家
が
自
分
の
作
品
を
世
に
出
す
と
き

に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
た
り
す
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
る
と
、
今

（
ｂ
）の

科
学
の
あ
り
よ
う
の
不
自
然
さ
が
見
え
て
き
ま
す
。

　

私
は
、
こ
こ
に
科
学
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
現
在
の
制
度
で
は
、
科
学
が
社
会
へ
と
出
て
い
く
方
法
は
論
文
と
決
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
論
文
は
、
分
野
を
同
じ
く
し
て
い
る
専
門
家
に
理
解
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
で
十
分
な
事
柄
を
書
く

た
め
の
作
法
も
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
論
文
は
重
要
な
発
信
方
法
で
す
が
、
文
化
と
し
て
科
学
が
広
く
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と

を
考
え
た
時
に
は
、
あ
ま
り
に
も
限
定
さ
れ
た
対
象
へ
の
ト（

あ
）

ク
シ
ュ
な
形
で
の
発
信
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
小
説
や
絵
や
音
楽
と
は

ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
し
か
も
最
近
は
論
文
の
数
や
ど
の
専
門
誌
に
投
稿
す
る
か
な
ど
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
の
競
争
に

明
け
暮
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
震
災
後
に
、
音
楽
家
は
す
ぐ
に
被
災
地
で
歌
い
人
の
心
を
明
る
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
基
礎
科

学
の
研
究
者
は
何
も
で
き
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
と
述
べ
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
そ
う
な
の
で
す
。

　

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
こ
こ
で
比
較
し
て
み
た
い
の
が
音
楽
で
す
。
小
説
や
絵
は
作
品
が
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
ら
れ
ま
す
が
、
音
楽

ガ
（
エ
）

ク
フ
の
状
態
で
理
解
す
る
こ
と
は
一
般
の
聞
き
手
に
は
難
し
く
、
演
奏
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
す
ば
ら
し
い

（
ａ
）



と
思
え
る
の
は
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
ピ
ア
ノ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
演
奏
家
と
い
う
「
専
門
家
」
に
よ
る
表
現
が
あ
る
か
ら
で
す
。
演
奏
家
は

ガ
ク
フ
を
通
し
て
、
音
楽
と
同
時
に
自
分
を
表
現
し
ま
す
。
私
は
、
科
学
に
も
こ
の
作
業
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
タ
ー
で
な
く
表
現
者
で
す
。
し
か
も
、
本
来
な
ら
音
楽
も
作
曲
家
が
演
奏
者
で
も
あ
る
、
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
が

原
点
で
し
ょ
う
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
も
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
も
演
奏
を
し
て
い
ま
し
た
。
科
学
者
も
本
来
は
、
そ
う
あ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

「
（　

Ｆ　

）
」
、
こ
れ
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
タ
ー
と
言
っ
て
し
ま
う
と
科
学
の
成
果
や
社
会
で
い
か
に
役
立
つ
か
を

伝
え
る
こ
と
と
な
り
、
得
て
し
て
広
報
と
な
り
が
ち
で
す
。
論
文
と
い
う
ガ
ク
フ
を
い
か
に
演
奏
す
る
か
、
表
現
す
る
か
。
私
の
属
す
る

生
命
誌
研
究
館
で
は
こ
の
道
を
探
っ
て
い
ま
す
。

 

（
中
村
桂
子
『
科
学
者
が
人
間
で
あ
る
こ
と
』
に
よ
る
。
た
だ
し
、
一
部
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。
）

　

問
一　

―
―
線
（
ア
）
～
（
エ
）
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。

　

問
二 　

―
―
線
（
あ
）
を
漢
字
で
書
い
た
と
き
に
、
そ
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記

号
を
書
き
な
さ
い
。

　
　
　
　

（
あ
）
ト
ク
シ
ュ　
　

 

①　

各
シ
ュ
モ
ク
ご
と
に
並
ぶ　

 

②　

そ
れ
は
シ
ュ
カ
ク
転
倒
だ　

 

③　

彼
は
シ
ュ
セ
キ
で
卒
業
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④　

そ
れ
は
お
も
し
ろ
い
シ
ュ
コ
ウ
だ
ね　
　

⑤　

問
題
解
決
の
シ
ュ
ク
ン
シ
ョ
ウ
は
彼
女
だ

　

問
三 　

―
―
線
（
ａ
）
に
つ
い
て
、
「
科
学
の
本
来
の
姿
」
と
は
何
か
、
次
の
①
～
⑤
か
ら
誤
っ
て
い
る
と
思
う
も
の
を
二
つ
選
び
、

そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

　
　
　

①　

科
学
技
術
を
生
み
出
す
こ
と　
　
　

②　

自
然
と
向
き
合
う
こ
と　
　
　

③　

自
然
観
や
人
間
観
を
生
み
出
す
こ
と

　
　
　

④　

未
知
の
物
質
や
機
能
を
発
見
す
る
こ
と　
　
　

⑤　

科
学
は
文
化
で
あ
る
こ
と

　

問
四 　

文
中
の
（　

Ａ　

）
～
（　

Ｅ　

）
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑧
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な

さ
い
。

　
　
　

①　

し
か
も　
　
　

②　

と
こ
ろ
が　
　
　

③　

ま
ず　
　
　

④　

も
ち
ろ
ん　
　
　

⑤　

し
か
し　
　
　

⑥　

つ
ま
り　
　
　

　
　
　

⑦　

結
局
は　
　
　

⑧　

こ
の

　

問
五 　

―
―
線
（
ｂ
）
に
つ
い
て
、
作
者
が
感
じ
て
い
る
「
今
の
科
学
の
あ
り
よ
う
の
不
自
然
さ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
文
中

の
言
葉
を
用
い
て
五
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

（
ｃ
）



　

問
六 　

―
―
線
（
ｃ
）
に
つ
い
て
、
「
そ
う
あ
る
べ
き
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
、
次
の
①
～
⑤
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

　
　
　

①　

科
学
者
も
自
分
の
研
究
を
わ
か
り
や
す
く
発
信
す
る
方
法
を
工
夫
す
る
。

　
　
　

②　

音
楽
と
同
様
に
上
手
な
専
門
家
を
育
成
し
て
表
現
さ
せ
る
。

　
　
　

③　

科
学
的
知
識
が
誰
で
も
わ
か
る
よ
う
に
理
科
教
育
を
推
進
す
る
。

　
　
　

④　

論
文
と
い
う
形
式
に
と
ら
わ
れ
な
い
発
表
方
法
に
す
る
。

　
　
　

⑤　

専
門
家
だ
け
の
科
学
に
し
な
い
で
素
人
に
も
門
戸
を
広
げ
る
。

　

問
七　

文
中
の
（　

Ｆ　

）
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
①
〜
⑤
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

　
　
　

①　

科
学
の
広
報　
　
　

②　

文
化
と
科
学　
　
　

③　

科
学
と
音
楽　
　
　

　
　
　

④　

科
学
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
タ
ー　
　
　

⑤　

科
学
の
表
現

　

問
八　

本
文
の
論
点
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
百
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。


