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― 

１ 

「
は
じ
め
」
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
用
紙
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

２ 

問
題
は
全
部
で
２
つ
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
開
く
と
問
題
１(

全
６
ペ
ー
ジ)

に
な
り
ま
す
。
問
題
２(

全
７
ペ
ー
ジ)

は
反
対
面
か
ら

始
ま
り
ま
す
。 

３ 

問
題
を
よ
く
読
ん
で
、
答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
ら
ん
に
、
わ
か
り
や
す
く
て
い
ね
い
な
文
字
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

解
答
ら
ん
の
外
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
採
点
し
ま
せ
ん
。 

４ 

解
答
用
紙
は
全
部
で
３
枚
あ
り
ま
す
。 

５ 

計
算
や
メ
モ
が
必
要
な
と
き
は
、
解
答
用
紙
に
は
書
か
ず
に
、
こ
の
問
題
用
紙
の
余
白
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。 

６ 

字
数
の
指
定
の
あ
る
問
題
は
、
指
定
さ
れ
た
条
件
を
守
り
、
問
題
１
は
た
て
書
き
で
、
問
題
２
は
横
書
き
で
書
き
ま
し
ょ
う
。
最
初
の

マ
ス
か
ら
書
き
始
め
、
文
字
や
数
字
は
一
マ
ス
に
一
字
ず
つ
書
き
、
句
読
点
〔
。、
〕
や
か
っ
こ
な
ど
も
一
字
に
数
え
、
一
マ
ス
に
一
字

ず
つ
書
き
ま
す
。
た
だ
し
、
問
題
１
の 

 

は
、
そ
の
問
題
の
［
注
意
事じ

項こ
う

］
の
指
示
に
し
た
が
い
ま
し
ょ
う
。 

７ 

「
や
め
」
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
途と

中
ち
ゅ
う

で
も
書
く
の
を
や
め
、
筆
記
用
具
を
机
の
上
に
置
き
ま
し
ょ
う
。 

５ 

45 
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問題 1－ 1  
 

問
題
１ 

次
の
あ
、
い
、
う
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
⑴
～
⑺
の
各
問
い
に
答
え 

ま
し
ょ
う
。 

 

あ 

 

今
日
は
節
分
で
あ
る
。
節
分
の
恒こ

う

例れ
い

行
事
と
し
て
最
も
有
名
な
の
は
「
大
豆
を
ま

い
て
鬼お

に

を
退
治
す
る
」
だ
ろ
う
。
庭
に
「
鬼
は
外
」「
福
は
内
」
と
言
っ
て
大
豆
を
ま

い
た
り
、
鬼
の
お
面
を
か
ぶ
っ
た
家
族
な
ど
の
身
近
な
人
に
大
豆
を
当
て
た
り
し
た

経
験
が
あ
る
人
は
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
中
学
校
の
受
検
生
も
、
家
に

帰
っ
た
後
久
し
ぶ
り
に
家
族
と
の
団
ら
ん
を
楽
し
み
な
が
ら
、
豆
ま
き
を
す
る
か
も

し
れ
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
大
豆
を
ま
く
の
か
。
身
近
な
行
事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
多
い
。 

 

そ
も
そ
も
、
節
分
は
二
月
三
日
と
決
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
が
、
元
々
は

新
し
い
季
節
が
始
ま
る
前
日
の
こ
と
を
示
し
、
二
月
二
日
の
年
も
あ
れ
ば
、
二
月
四

日
の
年
も
あ
る
。
し
か
も
、
春
夏
秋
冬
、
全
て
の
季
節
が
始
ま
る
前
日
が
節
分
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
本
来
は
年
に
四
回
あ
る
の
だ
。
ま
た
、
季
節
が
変
わ
る
時
に
起
こ
る

数
多
く
の
悪
い
こ
と
を
、
目
に
見
え
る
形
に
し
た
も
の
が
鬼
で
あ
る
。
多
く
の
悪
い

こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
豆
ま
き
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
中
で
も
「
立
春
」
の
前
日
で
あ
る

二
月
三
日
は
、
一
年
の
始
ま
り
と
し
て
特
に
大
切
な
日
と
さ
れ
た
。
そ
の
風
習
が
、

今
も
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

で
は
、
な
ぜ
大
豆
を
ま
く
の
か
。
そ
れ
は
、
多
く
の
穀
物
の
中
で
も
大
豆
に
精せ

い

霊れ
い

が
宿
る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
豆
」
は
、
悪
い
者
（
魔ま

）
を
滅め

っ

す
る

「
魔
滅
（
マ
メ
）
」
と
い
う
意
味
が
、
ま
た
、
煎い

っ
た
豆
に
は
「
魔
の
目
を
射
る
」
と

い
う
意
味
が
込こ

め
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
穀
物
の
精
霊
が
宿
っ
て
い
る
煎
っ
た
大
豆
を

投
げ
る
こ
と
は
、
悪
い
者
を
追
い
払は

ら

う
た
め
の
最
も
よ
い
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
た
の

だ
。 

「
豆
」
を
「
魔
滅
（
マ
メ
）
」
と
と
ら
え
た
り
、
煎
っ
た
大
豆
を
「
魔
の
目
を
射
る
」

と
と
ら
え
た
り
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
語ご

呂ろ

合
わ
せ
で
は
な
い
か
と
思
う
か
も
し
れ

な
い
が
、
日
本
人
は
こ
の
よ
う
な
語
呂
合
わ
せ
を
好
み
、
大
切
に
し
て
き
た
。
身
近

な
行
事
で
も
、
由
来
を
調
べ
て
み
る
と
そ
の
奥
深
さ
が
と
て
も
興
味
深
い
。
幼
い
子

が
行
う
行
事
で
は
な
く
、
日
本
の
伝
統
行
事
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
蓄

た
く
わ

え
て

か
ら
豆
ま
き
を
す
る
と
、
た
だ
「
鬼
退
治
」
を
し
て
い
た
時
と
は
違ち

が

う
感
情
が
芽
生

え
て
く
る
よ
う
に
も
思
う
。 

 

い 

 

二
月
三
日
は
「
大
豆
の
日
」
で
す
。
大
豆
が
味み

噌そ

、
し
ょ
う
ゆ
、
納な

っ

豆と
う

な
ど
様
々

な
も
の
に
形
を
変
え
て
食

し
ょ
く

卓た
く

に
並
ん
で
い
る
こ
と
は
、
国
語
の
授
業
で
学
習
し
ま
し

た
。
最
近
は
大
豆
の
豊
富
な
栄
養
が
改
め
て
評
価
さ
れ
、
ま
す
ま
す
私
た
ち
の
生
活

に
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の
人
が
「
大
豆
の
日
な
ん
て

知
ら
な
い
な
。
節
分
は
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
。
」
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
節
分

に
も
深
く
関
わ
る
大
豆
に
目
を
向
け
て
み
ま
し
ょ
う
。 

① 



問題 1－ 2  
 

日
本
人
が
消
費
す
る
大
豆
の
ほ
と
ん
ど
を
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
こ
と
は
社
会
科
の

授
業
で
も
学
習
し
ま
し
た
。
農
林
水
産
省
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
九
年
の
大
豆
の
食

料
自
給
率
は
わ
ず
か
七
％
で
す
。
大
豆
は
食
品
用
と
油
の
原
料
と
な
る
油ゆ

糧
り
ょ
う

用
に
分

け
ら
れ
、
食
品
用
に
限
る
と
自
給
率
は
二
十
五
％
と
な
り
ま
す
。 

世
界
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
大
豆
の
生
産
量
一
位
は
ア
メ
リ
カ
、
二
位
は
ブ
ラ

ジ
ル
、
三
位
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
三
カ
国
で
全
生
産
量
の
八
十
％

を
占し

め
て
い
ま
す
。
消
費
量
は
中
国
、
ア
メ
リ
カ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
続
き
、
日
本

は
十
位
で
す
。 

一
方
で
、
日
本
の
よ
う
に
食
べ
る
た
め
に
大
豆
を
使
用
し
て
い
る
国
は
ご
く
わ
ず

か
で
あ
り
、
世
界
で
は
大
豆
の
ほ
と
ん
ど
が
油
の
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

世
界
一
の
大
豆
生
産
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
住
む
人
が
一
人
あ
た
り
年
間
で
ど
れ
く

ら
い
大
豆
を
食
べ
る
か
と
い
う
と
、
四
十
グ
ラ
ム
で
す
。
日
本
は
と
い
う
と
、
な
ん

と
年
間
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
で
す
。
消
費
量
一
位
の
中
国
が
約
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
な
の

で
、
日
本
が
ど
れ
だ
け
大
豆
を
食
べ
て
い
る
か
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
日
本
の
一

人
一
日
あ
た
り
の
大
豆
消
費
カ
ロ
リ
ー
は
平
均
九
十
六
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
と
な
っ
て
お

り
、
他
の
国
と
比
べ
て
、
最
も
高
い
数
値
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

日
本
は
、
大
豆
の
生
産
量
や
自
給
率
は
他
国
と
比
べ
て
は
る
か
に
低
い
で
す
が
、

大
豆
を
食
べ
る
量
は
と
て
も
多
い
で
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
大
豆
を
食
べ
る

の
は
日
本
独
特
の
文
化
だ
と
言
え
ま
す
。
肉
を
食
べ
る
文
化
が
あ
ま
り
無
か
っ
た
日

本
に
と
っ
て
、
大
豆
は
た
ん
ぱ
く
質
を
と
る
た
め
に
必
要
な
食
材
だ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
す
。
大
豆
を
、
味
噌
、
し
ょ
う
ゆ
、
納
豆
、
豆と

う

腐ふ

、
き
な
こ
な
ど
、
様
々
な
形
に

加
工
を
し
て
、
日
本
の
家
庭
料
理
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
に
し
た
先
人
た
ち
の

知ち

恵え

に
は
本
当
に
驚

お
ど
ろ

か
さ
れ
ま
す
。 

先
人
た
ち
の
知
恵
の
お
か
げ
で
生
ま
れ
た
大
豆
の
加
工
食
品
が
、
今
日
も
食
卓
に

並
ぶ
で
し
ょ
う
。
小
学
校
で
習
っ
た
こ
と
だ
け
で
も
、
少
し
調
べ
た
ら
話
題
は
こ
の

よ
う
に
広
が
り
ま
す
。
興
味
を
も
つ
き
っ
か
け
は
、
あ
ち
こ
ち
に
た
く
さ
ん
か
く
れ

て
い
ま
す
。
今
回
は
大
豆
の
知
識
か
ら
話
を
広
げ
ま
し
た
が
、
小
学
五
年
生
の
今
だ

か
ら
こ
そ
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
に
興
味
を
も
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ん
で
ほ

し
い
で
す
。 

 

う 

こ
の
間
、
自
分
の
子
ど
も
と
一い

っ

緒し
ょ

に
「
桃も

も

太た

郎ろ
う

」
の
絵
本
を
読
ん
だ
。
桃
か
ら
生

ま
れ
た
桃
太
郎
が
、「
サ
ル
」「
キ
ジ
」「
イ
ヌ
」
の
お
と
も
を
連
れ
て
鬼
退
治
に
行
く
、

あ
の
桃
太
郎
だ
。
鬼
の
姿
は
、
モ
ジ
ャ
モ
ジ
ャ
頭
に
角
を
は
や
し
、
顔
色
は
赤
や
青

で
、
こ
ん
ぼ
う
を
持
ち
、
黄
色
と
黒
の
し
ま
し
ま
パ
ン
ツ
を
は
い
た
姿
だ
っ
た
。
絵

本
を
閉
じ
た
時
、
子
ど
も
が
聞
い
て
き
た
。
「
鬼
っ
て
、
な
ん
で
あ
ん
な
姿
な
の
。
」

た
し
か
に
、
そ
も
そ
も
鬼
と
い
う
生
き
物
は
実
際
に
存
在
し
な
い
の
に
、
な
ぜ
あ
の

よ
う
な
姿
を
私
た
ち
は
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
疑
問
で
あ
る
。
偶ぐ

う

然ぜ
ん

に
も
、

今
日
は
二
月
三
日
、
節
分
で
あ
る
。
子
育
て
中
の
保
護
者
の
み
な
さ
ん
、
鬼
の
正
体

を
一
緒
に
勉
強
し
よ
う
で
は
な
い
か
。 



問題 1－ 3  
 

先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
鬼
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、「
鬼
」
と
い

う
存
在
は
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
か
つ
て
、
天て

ん

変ぺ
ん

地ち

異い

や
病
気
の
流
行

な
ど
、
私
た
ち
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
、
安
全
や
命
を
お
び
や
か
す
も

の
の
原
因
は
、「
鬼
が
悪
さ
を
し
て
い
る
か
ら
」
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
「
目

に
見
え
な
い
、
私
た
ち
の
力
で
は
か
な
わ
な
い
悪
い
者
」
は
、「
鬼き

門も
ん

」
と
呼
ば
れ
る

方
角
か
ら
入
っ
て
く
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
鬼
門
」
の
方
角
は
北
東
で
あ
る
。 

こ
こ
ま
で
読
ん
で
も
、
鬼
の
見
た
目
と
は
結
び
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。【
図
】
を
見
て

ほ
し
い
。
現
在
、
方
角
は
「
東
西
南
北
」
で
表
さ
れ
て
い
る
が
、
昔
は
、
時
刻
や
方
角

な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
干え

支と

で
表
さ
れ
て
い
た
。【
図
】
を
見
る
と
、
北
東
の
方
角

は
、
ウ
シ
と
ト
ラ
の
方
角
だ
と
示
さ
れ
て
い
る
。 

こ
こ
で
ピ
ン
と
く
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
黄
色
と
黒
の
し
ま
し
ま
の
パ
ン

ツ
は
ト
ラ
の
も
よ
う
で
あ
り
、
頭
か
ら
生
え
て
い
る
角
は
ウ
シ
の
も
の
だ
と
考
え
た

ら
、「
鬼
」
の
見
た
目
と
方
角
を
示
す
動
物
が
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鬼
は
、
人

間
の
力
で
簡
単
に
対
処
で
き
な
い
自
然
の
恐

き
ょ
う

怖ふ

を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
人
間
が
作
り

だ
し
た
想
像
上
の
も
の
な
の
だ
。「
鬼
門
」
の
方
角
を
示
す
動
物
に
目
を
つ
け
、
今
の

鬼
の
姿
を
作
り
だ
し
た
人
に
会
っ
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
桃
太
郎
に
話
を
も
ど
す
。
同
じ
く
【
図
】
を
見
て
み
る
と
、
鬼
門
の
方
角
、

つ
ま
り
ウ
シ
と
ト
ラ
の
方
角
と
ほ
ぼ
反
対
の
位
置
に
、
サ
ル
、
ト
リ
（
キ
ジ
）
、
イ
ヌ

が
並
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
少
し
調
べ
て
み
る
必

要
が
あ
り
そ
う
だ
。 

今
日
、
私
は
、
我
が
子
の
た
め
に
鬼
の
お
面
を
買
っ
て
帰
る
。
私
と
同
じ
く
、
鬼

役
に
な
る
保
護
者
も
多
く
い
る
だ
ろ
う
。
も
し
よ
け
れ
ば
、
家
の
中
で
北
東
は
ど
こ

か
を
探
し
て
み
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
北
東
の
部
屋
か
ら
鬼
と
し
て
登
場
し
て
み
て

ほ
し
い
。「
な
ん
で
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
は
あ
の
部
屋
か
ら
鬼
の
お
面
を
か
ぶ
っ
て

登
場
す
る
の
だ
ろ
う
」
と
我
が
子
が
興
味
を
も
っ
て
聞
い
て
き
た
ら
、
そ
こ
か
ら
少

し
会
話
が
広
が
る
は
ず
だ
。 

【
い
ず
れ
も
適
性
検
査
の
た
め
に
作
成
し
た
文
章
】 

【
図
】 

            

② 



問題 1－ 4  
 

⑴ 

文
章
あ
、
い
、
う
は
、
そ
れ
ぞ
れ
だ
れ
に
向
け
て
書
い
た
文
章
で
す
か
。
本

文
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
五
字
以
上
十
字
以
内
で
ぬ
き
出
し
て
書
き
ま
し
ょ
う
。 

  

⑵ 

文
章
あ
、
い
、
う
は
、
す
べ
て
節
分
を
き
っ
か
け
に
し
て
話
題
を
広
げ
て
い

ま
す
が
、
文
章
の
話
題
は
す
べ
て
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
話
題

を
中
心
に
書
か
れ
た
文
章
で
す
か
。
次
の
１
か
ら
８
の
中
か
ら
正
し
い
も
の

を
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 

１
．
あ
語
呂
合
わ
せ
の
面
白
さ 

い
大
豆
と
節
分 
 

 

う
桃
太
郎
の
絵
本 

２
．
あ
語
呂
合
わ
せ
の
面
白
さ 

い
大
豆
と
節
分 

 
 

う
鬼
の
正
体 

３
．
あ
語
呂
合
わ
せ
の
面
白
さ 

い
大
豆
の
消
費 

 
 

う
桃
太
郎
の
絵
本 

４
．
あ
語
呂
合
わ
せ
の
面
白
さ 

い
大
豆
の
消
費 

 
 

う
鬼
の
正
体 

５
．
あ
豆
ま
き
の
意
味 

 
 

 

い
大
豆
の
消
費 

 
 

う
桃
太
郎
の
絵
本 

６
．
あ
豆
ま
き
の
意
味 
 
 

 

い
大
豆
の
消
費 

 
 

う
鬼
の
正
体 

７
．
あ
豆
ま
き
の
意
味 

 
 

 

い
大
豆
と
節
分 

 
 

う
桃
太
郎
の
絵
本 

８
．
あ
豆
ま
き
の
意
味 

 
 

 

い
大
豆
と
節
分 

 
 

う
鬼
の
正
体 

   

⑶ 

文
章
あ 

 
 

線
①
に
つ
い
て
、
同
じ
く
語
呂
合
わ
せ
の
例
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
も
の
を
次
の
１
か
ら
４
の
中
か
ら
す
べ
て
選
び
、
番
号
で
答
え
ま
し
ょ

う
。 

 

１
．「
だ
る
ま
さ
ん
が
こ
ろ
ん
だ
」
で
よ
く
知
ら
れ
る
だ
る
ま
は
、
何
度
転
ん 

で
も
起
き
上
が
る
、
福
を
呼
ぶ
存
在
で
あ
る
。 

２
．
お
祝
い
事
の
時
に
魚
の
タ
イ
を
食
べ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、「
め
で
た
い
」 

の
「
た
い
」
と
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

３
．
大
切
な
試
合
の
前
に
「
ト
ン
カ
ツ
」
を
食
べ
る
の
は
、
「
試
合
に
勝
つ
」 

と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。 

４
．
魚
の
「
ブ
リ
」
は
、
成
長
に
と
も
な
っ
て
名
前
が
変
わ
る
こ
と
か
ら
「
出 

世
魚
」
と
呼
ば
れ
、
出
世
を
願
っ
て
食
べ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。 

        



問題 1－ 5  
 

⑷ 

文
章
い
に
合
う
内
容
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
１
か
ら
４
の
中
か
ら
一
つ

選
び
、
番
号
で
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 

１
．
日
本
で
食
品
用
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
大
豆
の
ほ
と
ん
ど
は
、
日
本
で
作 

ら
れ
、
日
本
で
消
費
さ
れ
て
い
る
。 

２
．
世
界
と
比
べ
て
み
る
と
、
大
豆
の
消
費
量
は
日
本
が
最
も
多
く
、
こ
れ
が 

大
豆
の
加
工
食
品
が
多
い
理
由
で
あ
る
。 

３
．
日
本
の
一
人
一
日
あ
た
り
の
大
豆
消
費
カ
ロ
リ
ー
は
平
均
九
十
六
キ
ロ 

カ
ロ
リ
ー
で
、
こ
れ
は
大
豆
消
費
量
一
位
の
国
よ
り
多
い
。 

４
．
日
本
が
大
豆
を
食
品
用
と
し
て
利
用
す
る
の
は
、
日
本
の
大
豆
生
産
量 

全
体
の
八
割
で
あ
る
。 

  

⑸ 

文
章
う 

 
 

線
②
「
人
間
が
作
り
だ
し
た
想
像
上
の
も
の
」
に
つ
い
て
、
人

間
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
鬼
と
い
う
形
に
し
た
の
で
す
か
。
あ
、
う
そ
れ
ぞ

れ
の
文
章
か
ら
十
九
字
で
探
し
、
最
初
の
五
字
を
ぬ
き
出
し
て
書
き
ま
し
ょ
う
。 

    

⑹ 

た
ろ
う
さ
ん
は
、
節
分
に
つ
い
て
文
章
あ
、
い
、
う
の
内
容
と
は
異
な
る
話

題
で
次
の
作
文
を
書
き
ま
し
た
。
こ
の
作
文
に
関
し
て
の
問
い
に
答
え
ま
し

ょ
う
。 

 

今
日
、
私
の
家
で
は
豆
ま
き
が
行
わ
れ
ま
す
。
幼
い
弟
や
妹
も
と
て
も
楽
し
み

に
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
に
は
も
う
一
つ
楽
し
み
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
川
崎
大
師
の
豆
ま
き
に
参
加
す
る
こ
と
で
す
。 

み
な
さ
ん
の
家
で
は
、
豆
を
ま
く
と
き
に
何
と
言
い
ま
す
か
。「
鬼
は
外
、
福
は

内
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
の
家
で
も
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
川
崎
大
師
の

豆
ま
き
で
は
、
「
川
崎
大
師
の
中
に
は
、
鬼
は
い
な
い
」
と
い
う
考
え
方
か
ら
、

「 

Ａ 

」
と
し
か
言
わ
な
い
そ
う
で
す
。 

豆
ま
き
の
か
け
声
に
つ
い
て
も
う
少
し
調
べ
て
み
る
と
、
奈
良
県
吉よ

し

野の

町
ち
ょ
う

の
、

あ
る
お
寺
で
は
、
全
国
か
ら
追
い
払
わ
れ
た
鬼
を
む
か
え
入
れ
て
、
そ
の
行
い
を

改
め
さ
せ
る
た
め
に
「
鬼
も 

Ｂ 

」
と
言
う
そ
う
で
す
。 

当
た
り
前
の
よ
う
に
使
っ
て
い
た
か
け
声
が
、
当
た
り
前
で
な
い
こ
と
を
知
り
、

異
な
る
か
ら
こ
そ
の
よ
さ
も
わ
か
り
ま
し
た
。
今
晩
、
ど
ん
な
気
持
ち
を
込
め
て

何
と
言
い
な
が
ら
豆
を
ま
こ
う
か
、
考
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

   



問題 1－ 6  
 

作
文
の
空
ら
ん 

Ａ 

、 

Ｂ 

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、 

Ａ 

は
三
字

で
、 

Ｂ 

は
一
字
で
、
た
ろ
う
さ
ん
の
作
文
の
中
か
ら
ぬ
き
出
し
て
書
き
ま

し
ょ
う
。 

 

た
ろ
う
さ
ん
が
こ
の
作
文
で
最
も
伝
え
た
い
こ
と
は
何
で
す
か
。「
当
た
り
前
」

と
「
よ
さ
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
解
答
用
紙
の
言
葉
に
合
う
よ
う
に
、
二
十

字
以
上
三
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

  

⑺ 

あ
な
た
は
、
文
章
あ
、
い
、
う
の
ど
の
文
章
に
興
味
を
も
ち
ま
し
た
か
。
ど

れ
か
一
つ
を
選
び
、
初
め
て
知
っ
た
こ
と
や
特
に
強
く
興
味
を
も
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
、
な
ぜ
そ
の
こ
と
に
興
味
を
も
っ
た
か
に
つ
い
て
書
き
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
そ
の
文
章
を
読
ん
で
さ
ら
に
知
り
た
く
な
っ
た
こ
と
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

作
文
を
書
く
時
は
、
後
ろ
の
［
注
意
事じ

項こ
う

］
に
合
う
よ
う
に
考
え
や
意
見
を
書

い
て
く
だ
さ
い
。 

     

［
注
意
事
項
］ 

○ 

解
答
用
紙
２
に
三
百
字
以
上
四
百
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

○ 

原げ
ん

稿こ
う

用
紙
の
正
し
い
用
法
で
書
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
漢
字
を
適
切
に
使
い
ま
し 

ょ
う
。 

○ 

は
じ
め
に
題
名
な
ど
は
書
か
ず
、
一
行
目
、
一
マ
ス
下
げ
た
と
こ
ろ
か
ら
書
き 

ま
し
ょ
う
。
自
分
の
名
前
は
、
氏
名
ら
ん
に
書
き
ま
し
ょ
う
。 

○ 

三
段
落
以
上
の
構
成
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

○ 

句
読
点
〔
。
、〕
や
か
っ
こ
な
ど
も
一
字
に
数
え
、
一
マ
ス
に
一
字
ず
つ
書
き
ま 

し
ょ
う
。
ま
た
、
段
落
を
変
え
た
と
き
の
残
り
の
マ
ス
目
も
字
数
と
し
て
数
え 

ま
す
。 

⑹-2 ⑹-1 



問題２－ 

問題２ たろうさんとはなこさん、けいこ先生が教室で話をしています。次の会話文を読んで、あとの 
（１）〜（７）の各問いに答えましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）〔資料１〕をもとに川崎市の財政についての説明として適切なものを、次のア〜エの中から 1 つ選

び、記号で答えましょう。 
    ア 川崎市は、３市の中で、自主財源の金額が最も高く、義務的経費の金額は最も低い。 
    イ 川崎市は、３市の中で、自主財源の金額が最も高く、義務的経費の金額も最も高い。 
    ウ 川崎市は、３市の中で、自主財源の金額が最も低く、義務的経費の金額は最も高い。 
    エ 川崎市は、３市の中で、自主財源の金額が最も低く、義務的経費の金額も最も低い。 

けいこ先生：今日の社会科の授業では川崎市の財政について学んでいきましょう。 
はなこさん：私たち市民は、普

ふ
段だんいろいろな場面で、税金を納めたり、税金によって生活が豊かになっ

たりしていますね。川崎市の財政にはどんな特色があるのでしょうか。 
たろうさん：川崎市と同じくらいの人口の市と比べてみると何かわかるかもしれませんね。 
けいこ先生：そうですね。ここに川崎市と人口が近い神

こう
戸
べ

市と福岡市の資料があるので、比べてみまし
ょう。〔資料１〕を見てください。 

〔資料１〕 令和３年度における川崎市・神戸市・福岡市の歳入と歳出 

川崎市 神戸市 福岡市 
歳
さい

入
にゅう

 

 

歳入 

 

歳入 

 
   

         歳
さい

出
しゅつ

 

 
 

 
 

歳出 

 

歳出 

 

※神戸市の歳入総額と歳出総額の差は、次年度に繰り越されます。 

 
はなこさん：このグラフを見ると川崎市の財政の特色がわかりますね。 

自主財源 
６２.４％ 

依
い

存
ぞん

財源 
３７,６％ 

自主財源 
４１.７％ 

依存財源 
５８.３％ 自主財源 

３８．０％ 

依存財源 
６２．０％ 

義務的経費 
５４.１％ 

義務的経費 
５４.７％ 

義務的経費 
４５.９％ 

投資的経費 
１１.９％ 

その他の経費 
３４.０％ 

その他の経費 
３５.７％ その他の経費 

４５.４％ 

投資的経費 
９.６％ 投資的経費 

８.７％ 

市が自ら確保す
る財源 

毎 年 必 要 と
なる支出 

国や県から交付さ
れる財源など 

道路や学校の
建設費など 

歳入総額 
8208 億円 

歳入総額 
9322 億円 

歳入総額 
10545 億円 

歳出総額 
8208 億円 

歳出総額 
9235 億円 

歳出総額 
10545 億円 

（『令和３年度川崎市財政読本』『神戸市令和３年度決算の概要』 

『令和３年度ふくおかしの家計簿』より作成） 

１ 



問題２－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔資料２〕 川崎市内の観光施設への年間観光客数の推移（単位：人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（川崎市 主要観光施設入
いり

込
こみ

観光客数の推移(過去１０年間)より作成） 

 
 
 
 
 

２ 

はなこさん：それぞれの市は、歳
さい

入にゅうを増やすためにどんな努力をしているのでしょうか。 
たろうさん：観光客を呼び込むことに力を入れているというニュースを見たことがあります。 
はなこさん：どうして観光客が増えると市の歳入が増えるのですか。 
たろうさん：その施し 設せつの入園料が入るからではないですか。 
けいこ先生：そうですね。その他にも観光客が市バスなどの公共交通機関を使ったり、お店で買い物をし

たりすることで間接的に歳入が増えるそうです。 
はなこさん：そうなのですね。では川崎市内の観光施設を訪れる人は増えているのでしょうか。 
けいこ先生：調べてみましょう。〔資料２〕は川崎市内の 6 か所の観光客の推すい移い を表したグラフです。 
はなこさん：①このグラフからいろいろなことがわかりますね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

たろうさん：そうですね。ところで②その他にも歳入を増やす方法はあるのでしょうか。 

115086 110251 101551
70470

94149

311670

237500

197910 199250

197375168327 162780
159356

50941
82641

368898

392130 384357 386551

436320423431 428739
406760

168977

212022

49023 47457 46725
26455

29570

0

50000
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150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

平成29年 平成30年 平成31年・令和元年 令和2年 令和3年

東高根森林公園 

藤子・F・不
ふ

二
じ

雄
お

ミュージアム 

夢見ケ崎動物公園 
日本民家園 

電車とバスの博物館 

東海道川崎宿交流館 



問題２－ 

（２）下線部①について、〔資料２〕で示された 6 か所の観光施設における観光客の推移についての説明と
して適切なものを、次のア〜オの中からすべて選び、記号で答えましょう。 

 
   ア 平成 31 年・令和元年から令和 2 年にかけて、すべての観光施設で観光客数が減少している。 
   イ 平成 31 年・令和元年から令和 2 年にかけて、観光客数が最も大きく減少した観光施設は、藤子・

F・不二雄ミュージアムである。 
   ウ 平成 29 年から平成 31 年・令和元年にかけて、観光客数が最も大きく減少した観光施設は、夢

見ヶ崎動物公園である。 
   エ 平成 29 年と令和 3 年を比較したときに、観光客数が増加している観光施設がある。 
   オ 平成 29 年から令和 3 年にかけて、夢見ケ崎動物公園の観光客数は減少し続けている。 
 

（３）下線部②について、市の歳入が増えることに直接つながらないものを、次のア〜エの中から１つ選
び、記号で答えましょう。 

 
ア 市民が出すゴミの量を減らす。 
イ 市内に企き 業ぎょう(会社)を招き、企業数を増やす。     
ウ 国や県からの補ほ 助じょ金きんが増える。 
エ 市内に住む労働者が増える。   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

たろうさん：ここまで歳入について考えてきたけれど、川崎市の歳出はどうなっているのでしょうか。 
けいこ先生：〔資料３〕のグラフを見てください。令和４年度川崎市がどんなことにお金を使おうとして

いるのかが分かります。 
〔資料３〕 令和４年度川崎市の歳出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

義務的経費 

投
とう

資
し

的経費 
15.3

物件費 
扶
ふ

助
じょ

費
ひ

 

公
こう

債
さい

費 

人件費 

4.6％ 

単独事業費 

51.8％ 令和４年度 
歳出総額 
8785 億円 

その他の 
経費 

32.9％ 

10.7％ 

補助事業費 
8.3％ 

17.7％ 

補助費等 
12.9％ 

11.6％ 

繰
くり

出
だし

金
きん

 
4.9％ 

貸付金 
2.2％ 

その他 
1.3％ 

25.8％ 

事業や団体への
補助金など。 

光熱費や施設の管
理費など。

３ 

(令和４年度川崎市財政読本より作成) 



問題２－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４） （あ） にあてはまる数を書きましょう。 

 
 
 
 

３ 

４ 

はなこさん：いろいろな使い道があることがわかるけれど、どんなことにどれぐらい使っているのか、
ちょっとイメージがわきにくいですね。 

けいこ先生：川崎市が出している財政読本では、市の歳出を家庭の家
か

計
けい

簿
ぼ

に置き換
か

えて紹介しています。
単純に比較はできない部分もありますが、下の〔資料４〕を見てください。 

 
〔資料４〕 令和４年度川崎市の歳出を家計簿(収入月額と支出月額)に置き換えた表 

                                  
         【収入月額】                【支出月額】 

お父さんとお母さんの給料 416700 円  食費 121800 円 
役所からの助成金・ 奨

しょう
学
がく

金
きん

 197400 円  光熱費・被ひ 服ふく費ひ  79800 円 
各種ローンの借入金(借金) 72800 円  車の購入・自宅の増ぞう改かい築ちく・ 修しゅう繕ぜん費ひ  110900 円 
収入計 686900 円  ローンの返済 56700 円 
   子どもへの仕送り・おこづかい 140400 円 
   医い 療りょう費ひ など 177300 円 
   支出計 686900 円 
＊年収が 500 万円として算出 

(令和４年度川崎市財政読本より作成)  

 
たろうさん：「食費」や「光熱費」「医療費」など、なじみのある言葉がありますね。家計簿のようにな

っているので、これならイメージがわいてきます。 
はなこさん：この家計簿は〔資料３〕の市の歳出をどういうルールで置き換えたものなのですか。 
けいこ先生：いい質問ですね。このように置き換えています。 
 
   
 
 
 
 
 
たろうさん：なるほど、こういうルールで置き換えたのですね。 
はなこさん：そうするとこの家計簿の支出月額の中で、義務的経費にあたる部分の合計金額は、 

 （あ） 円になりますね。 

○家計簿の「食費」は、歳出の「人件費」にあたる。 
○家計簿の「光熱費・被服費」は、歳出の「物件費」にあたる。 
○家計簿の「車の購入・自宅の増改築・修繕費」は、歳出の「単独事業費」にあたる。 
○家計簿の「ローンの返済」は、歳出の「公債費」にあたる。 
○家計簿の「子どもへの仕送り・おこづかい」は、歳出の「補助費」にあたる。 
○家計簿の「医療費など」は、歳出の「扶助費」にあたる。 



問題２－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）〔資料５〕の (い) にあてはまる数字として最も近いものを、次のア〜エの中から１つ選び、記号

で答えましょう。 
  

    ア 13300 円     イ 15300 円     ウ 17300 円     エ 19300 円 

 
 
 
 

たろうさん：家計簿で川崎市の歳出についてのイメージはできたけれど、私たちの身近なところでは、
実際にはどんなことにどれぐらいの予算が使われているのでしょうか。 

けいこ先生：市役所で配布している〔資料５〕を見てください。 
 
 〔資料５〕 市民生活に身近な市の仕事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(令和４年度川崎市財政読本より引用) 

 
はなこさん：なるほど、ここまでで市の歳出の現状について、よく分かりました。 

 

 （い） 

５ 



問題２－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（令和４年度川崎市財政読本より作成） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（６） (う) にあてはまる内容としてふさわしいものを、次のア〜エの中から１つ選び、記号で答えま 

しょう。 
 

ア 「その他」以外の 12 項目のうち、4 分の 3 以上の項目で予算が増額されている 
イ 「その他」以外の項目のうち、1 万円以下の予算の項目数は変化していない 
ウ 「行政運営」への予算が最も多く増額されている 
エ 「保健・医療・福祉の充実」と「子育て支

し
援
えん」への予算の合計の、全体に占める割合が増加している 

はなこさん：ところで、川崎市の人口は年々増えているし、ここ数年で社会の様子が大きく変化してい
ます。それにともなって歳出はどのように変化しているのでしょうか。 

たろうさん：川崎市の歳出のうち、私たちのくらしに関わるものがどのように変化しているのか、分か
りやすく示した〔資料６〕と〔資料７〕を見つけました。 

〔資料６〕令和２年度 市民１人あたりの    〔資料７〕 令和４年度 市民１人あたりの 

予算５１万７０００円の使いみち          予算５７万１０００円の使いみち 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
けいこ先生：〔資料６〕と〔資料７〕を比較すると、令和２年度と比べて令和 4 年度は、 （う） とい

うことが分かりますね。 
はなこさん：なるほど。そのときの社会の様子を見て、特に必要だと思われるものに予算をかけている

のですね。でも歳出のうち、社会の様子に合わせて使える予算はどれぐらいなのかな。 
けいこ先生：それは〔資料３〕にもあった、③扶助費（市民生活を社会全体で支える経費）、人件費、公

債費の３つからなる義務的経費によって決まります。歳出に対する義務的経費の割合によ
って、その他の自由に使える予算が決まるのですね。 

たろうさん：どのように使われているのかが分かると、私たちの税金がとても大切だということが分か
りました。これからも市の財政について関心をもって生活したいと思います。 

６ 

0 50000 100000 150000
（川崎市ホームページより作成） 

 

0 50000 100000 150000
（令和４年度市税のしおりより作成） 

 

  

(円) (円) 

保健・医療・福祉の充実に 

１２万５０００円 

子育ての支援に 

８万３０００円 

学校教育と生涯(しょうがい)学習に 

７万８０００円 
 

道路・公園緑地・河川・下水道の 

整備と安全なまちづくりに ６万円 
 

行政運営に 

２万４０００円 

計画的なまちづくりに 

２万２０００円 

環境・リサイクルに 

２万１０００円 

地域経済の発展に 

１万６０００円 

区政の振興に 

１万３０００円 

港湾の整備に 

１万円 

共生と参加のまちづくりに 

９０００円 
 

交通・水道の経営安定に 

１０００円 

その他 

４万７０００円 

保健・医療・福祉の充実に 

１４万９０００円 

子育ての支援に 

９万１０００円 

学校教育と生涯学習に 

７万９０００円 
 

道路・公園緑地・河川・下水道の 

整備と安全なまちづくりに  

５万２０００円 
 

行政運営に 

４万６０００円 

環境・リサイクルに 

３万円 

計画的なまちづくりに 

２万円 

地域経済の発展に 

１万７０００円 

区政の振興に 

１万３０００円 

港湾の整備に 

１万１０００円 

共生と参加のまちづくりに 

８０００円 
 

交通・水道の経営安定に 

１０００円 

その他 

５万４０００円 



問題２－ 

 

（７）下線部③について、〔資料８〕と〔資料９〕から読み取れることとしてあてはまらないものを、次の
ア〜エの中から１つ選び、記号で答えましょう。 

 
ア 令和 2 年度においては、児じ 童どう福ふく祉し 費ひ と生活保護費で扶助費全体の 4 分の 3 以上を占めている。 
イ 児童福祉費は、平成 25 年度から年々増加している。 
ウ 扶助費全体の金額は、平成 25 年度と令和 4 年度を比較すると 1.5 倍以上に増加している。 
エ 児童福祉費の扶助費全体に占める割合は平成 25 年度から令和 4 年度までの間、すべての年度で 2

分の 1 以下である。 
 

〔資料８〕 扶助費の内訳（令和２年度） 

 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
  
  

 
（令和４年度川崎市財政読本より作成） 

〔資料９〕 扶助費の推移 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和４年度川崎市財政読本より作成） 

 

７ 

その他 
億円 

10.7％ 

 
 

 
 

１０８ 
１０９ 

１１８ 
１２０ 

１３２ １５０ 
１９７ 

２２１ 
１２９ 

１５８ その他 



Ａ う あ う い あ

Ｂ

下のらんには記入しない

と
い
う
こ
と
。

⑴あ⑴い

受検番号

⑸う 合　計⑹-２ ⑹-１Ｂ ⑹-１Ａ ⑶⑷

氏　名

⑹-２

⑴う⑵⑸あ

問
題
１

適
性
検
査
Ⅰ
　
解
答
用
紙
１

⑺
の
解
答
は
解
答
用
紙
２
に
書
き
ま
し
ょ

う
。

⑷

⑴⑵

⑶

⑸
「

鬼
は
外
」
「

福
は
内
」

と
い
う
か
け
声
が

⑹-１



20

下のらんには記入しない

100200400 360 300

氏　名

受検番号

⑺

問
題
１

適
性
検
査
Ⅰ
　
解
答
用
紙
２



下のらんには

記入しない

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（３）

（４）

(円)

（５）

（６）

（２）

適性検査Ⅰ　解答用紙３　

問題２

（１）

受検番号 氏　　　名 合　計

（７）


