
 

（
表
紙
）

令
和
二
年
度

　

　岡
山
中
学
校

　﹇Ａ
方
式
﹈
　問
題
Ⅱ

【
注
意
】

　
こ
の
試
験
は
、
文
章
や
資
料
を
読
ん
で
、
太
字
で
書
か
れ
た
課
題
に
対
し
て
、
答
え
や
あ
な
た
の
考
え
な
ど
を
書
く
試
験
で

す
。
課
題
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
た
場
所
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
試
験
用
紙
は
、
表
紙(

こ
の
用
紙)
を
の
ぞ
い
て
五
枚
あ
り
ま
す
。
指
示
が
あ
る
ま
で
、
中
の
試
験
用
紙
を
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

 「
始
め
」
の
合
図
が
あ
っ
て
か
ら
、
試
験
用
紙
の
枚
数
を
確
か
め
、
五
枚
と
も
指
定
さ
れ
た
場
所
に
受
験
番
号
を
記
入
し
ま

し
ょ
う
。

　
試
験
用
紙
の
枚
数
が
足
り
な
か
っ
た
り
、
や
ぶ
れ
て
い
た
り
、
印
刷
の
わ
る
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
手
を
あ

げ
て
先
生
に
知
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

　
試
験
用
紙
の ※

　
　
　
　

  

に
は
、
何
も
書
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
こ
の
試
験
の
時
間
は
、 

四
十
五
分
間
で
す
。

・・・・・・



国
民
み
ん
な
が
経
済
的
に

「ま
あ
ま
あ
」
だ
った
頃こ

ろ

は
、
誰だ

れ

も
が

「快
適
な
今
の
状
態
が
変
わ
ら
な
い
で
ほ
し
い
」
「平
和
が
続
い
て
ほ
し
い
」
「戦

争
は
い
や
だ
」
と
い
う
気
持
ち
が
み
ん
な
の
体
に
染し

み
つ
い
て
い
た
。
ふ
ん
わ
り
と
だ
が

「全
員
の
一い

っ

致ち

し
た
意
見
」
が
あ
った
。

今
は
長
い
景
気
停て

い

滞た
い

で
、
豊
か
な
人
が
い
る
一
方
で
、　
　
　
Ｘ
　
　
　
。
「現
状
の
ま
ま
で
は
希
望
が
持
て
な
い
」
と
い
う
人
が
増
え
て
い
る
の
だ
。

社
会
を
ど
う
改
善
し
て
い
った
ら
い
い
か
を
冷
静
に
考
え
よ
う
と
す
る
人
が
い
る
一
方
で
、
感
情
的
に
ス
ト
レ
ス
を
た
め
て
い
る
人
も
増
加
し
て
き
て

い
る
。

そ
こ
に
つ
け
こ
ん
で
ポ＊

１

ピ
ュリ
ズ
ム

（大
た
い
し
ゅ
う衆

迎げ
い

合ご
う

主し
ゅ

義ぎ

）
が
頭
を
も
た
げ
て
来
て
い
る
。
特
に
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
は
目
に
見
え
て
変
化
し

て
き
て
い
る
。
人
々
の
不
満
を
す
く
い
上
げ
て
、
今
あ
る
政
治
を
批
判
す
る
。
ポ
ピ
ュリ
ス
ト
の
政
治
家
は
、
そ
の
時
そ
の
時
で
人
々
の
耳
に
心
地
よ
い

発
言
、
情
報
を
流
し
、
支
持
を
得
る
。
大
衆
の
気
分
次
第
で
政
策
が
変
わ
る
の
で
、
一い

っ

貫か
ん

性
が
な
く
、
過
去
の
発
言
と
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
く
て
も
気

に
し
な
い
。

ア
メ
リ
カ
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
職
を
失
った
人
々
の
怒い

か

り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
中
東
な
ど
か
ら
移
民
が
大
量
に
流
入
し
た
こ
と
へ
の
不
満
が
そ
の
根
っこ

に
あ
る
。

「ポ＊
２

ス
ト
真
実
」
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
背
景
に
も
そ
う
い
う
鬱う

っ

屈く
つ

し
た
気
分
が
あ
る
の
だ
。

日
本
で
も
所
得
格
差
が
広
が
る
中
で
ス
ト
レ
ス
は
た
ま
って
い
る
。
そ
う
い
う
と
き
に
外
国
の
脅

き
ょ
う

威い

を
強
調
さ
れ
た
ら

「日
本
、
負
け
て
な
る
か
」

と
い
う
危
な
い
ナ＊

４

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
頭
を
も
た
げ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
う
し
た
気
分
は
、
ぼ
く
ら
の
中
に
す
で
に
あ
る
の
に
無
意
識
で
気
づ
か
な
い
で
い
る
場
合
が
多
い
。
だ
か
ら
、
ち
ょ
っと
煽あ

お

ら
れ
る
と
簡
単
に
な
び

い
て
し
ま
う
。
自
分
た
ち
の
気
分
に
気
づ
く
こ
と
が
冷
静
に
考
え
る
事
へ
の
第
一
歩
だ
。

ア

そ
の
気
分
、空
気
を
ぼ
く
ら
は
「世せ

論ろ
ん

」
と
呼
ん
だ
り
す
る
。

 

「
世
論
」
と
聞
く
と
、
何
が
思
い
浮う

か
ぶ
だ
ろ
う
か
？ 

「世
論
調
査
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
よ
ね
。
ぼ
く
ら
み
ん
な
の
意
見
、
考
え
、
気
持
ち
、

気
分
な
ど･･････

。
で
も
、
も
と
も
と
は
も
っと
深
い
意
味
も
あ
った
ん
だ
。

 

「世
論
」
に
は

「よ
ろ
ん
」
と

「せ
ろ
ん
」
の
ふ
た
通
り
の
読
み
方
が
あ
る
。
か
つ
て
は

「よ
ろ
ん
」
は

「輿よ

論ろ
ん

」
と
書
い
て
お
り
、
明
確
な
違ち

が

い
が

あ
った
。
「世せ

論ろ
ん

」
が
世
間
一い

っ

般ぱ
ん

の
感
情
な
ら
、
「輿
論
」
は
正
確
な
事
実
を
も
と
に
議
論
を
重
ね
て
出
来
上
が
った

「社
会
的
合
意
」
だ
。
そ
れ
が

漢
字
表
記
の
問
題
で
、
一
つ
の
言
葉
に
な
り
、
区
別
さ
れ
に
く
く
な
って
し
ま
った
。

メ
デ
ィ
ア
史
研
究
の
第
一
人
者
、
京
都
大
学
の
佐さ

藤と
う

卓た
く

己み

教
授
は
、
今
は
、
気
分
し
か
測
って
い
な
い
世
論
調
査
に
ば
か
り
目
が
い
って
、
情

じ
ょ
う

緒ち
ょ

的

な
意
見
が
正
当
な
意
見
か
の
よ
う
に
重
視
さ
れ
て
い
る
と
指し

摘て
き

。
常
に
、
そ
れ
が

「輿
論
」
な
の
か

「世
論
」
な
の
か
を
見
分
け
る
こ
と
を
勧す

す

め
て
い

る

（朝
日
新
聞
２
０
１
０
年
８
月
14
日
）。

感
情
的
に
反
応
し
て
い
る
だ
け
で
は
何
も
解
決
し
な
い
。
下
手
を
す
る
と
「世
論
」は
制せ

い

御ぎ
ょ

で
き
な
い
怪か

い

獣
じ
ゅ
う

の
よ
う
に
な
って
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
表
面
的
な
情
報
に
惑ま

ど

わ
さ
れ
ず
に
冷
静
に
読
み
解
く
力
を
つ
け
る
こ
と
が
必
要
だ
。
ぼ
く
ら
一
人
ひ
と
り
の
反
応
が

「世

論
」
に
な
る
の
だ
し
、
世
論
は
情
報
に
よ
って
操
作
さ
れ
や
す
い
。
そ
の
世
論
が
、
社
会
を
動
か
す
パ
ワ
ー
も
持
って
し
ま
って
い
る
の
だ
か
ら
。

最
後
に
、
世
論
に
関
連
し
て
も
う
一
言
。
ぼ
く
ら
市
民
が
、
ソ＊

５

ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
普ふ

及
き
ゅ
う

で
発
信
力
を
持
つ
よ
う
に
な
って
、
ジ＊

６

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は

大
き
な
転て

ん
か
ん換

点
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
触ふ

れ
て
お
こ
う
。

こ
れ
ま
で
は
、
わ
ず
か
な
プ
ロ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
手
に
握に

ぎ

ら
れ
て
い
た
発
信
力
を
ぼ
く
ら
み
ん
な
が
持
つ
よ
う
に
な
った
の
だ
。
だ
か
ら

「問
題

あ
り
」
の
報
道
が
あ
れ
ば
、「こ
れ
は
問
題
だ
」
「わ
た
し
は
こ
の
情
報
は
ま
ち
が
って
い
る
と
思
う
」
と
い
った
異
議
申
し
立
て
や
修
正
の
コ
メ
ン
ト
が
ツ
イ
ッ

タ
ー
な
ど
を
通
じ
て
発
信
さ
れ
、
あ
っと
い
う
間
に
世
間
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
は
ず
だ
。

こ
れ
は
大
変
い
い
こ
と
だ
。
情
報
の
プ
ロ
の
目
を
ぼ
く
ら
の
視
点
、
目
線
に
近
づ
か
せ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
も
っと
信し

ん

頼ら
い

あ
る
も
の
に
す
る
の
は
ぼ
く

ら
の
肩か

た

に
か
か
って
い
る
と
い
え
る
。

一
方
で
、
ニ
ュ
ー
ス
を
作
り
、
情
報
を
発
信
す
る
時
に
は
、
ぼ
く
ら
も
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
単
に
憤

い
き
ど
お

り
を
吐は

き
出
そ
う
と
し
て
い
る
だ
け

で
な
い
か
、
胸
に
手
を
当
て
て
み
よ
う
。
そ
し
て

「こ
れ
は
み
ん
な
に

（社
会
に
）
知
ら
せ
る
べ
き
価
値
の
あ
る
情
報
だ
」
と
判
断
し
た
ら
、
ど
こ
か

ら
得
た
情
報
か
ニ
ュー
ス
ソ
ー
ス

（情
報
源
）
を
示
し
つ
つ
発
信
す
る
。
ニ
ュー
ス
ソ
ー
ス
に
対
し
て
事
前
に
了

り
ょ
う

解か
い

を
と
る
マ
ナ
ー
も
大
事
だ
。

ぼ
く
ら
が
気
分
や
感
情
の
み
で
リ＊

７

ア
ク
シ
ョ
ン
せ
ず
、
互た

が

い
に
考
え
深
く

「輿
論
」
を
形
成
し
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
、
情
報
は
人
と
人
を
つ
な
ぎ
、

自
分
の
考
え
を
作
り
上
げ
る
重
要
な
栄
養
源
に
な
る
。

　
イ

ぼ
く
ら
み
ん
な
が
正
し
い
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
を
目
指
す
プ＊

８

ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
、
不
満
や
怒
り
の
蓄ち

く

積せ
き

し
な
い
社
会
に
つ
な
が
って
い
く
は
ず
だ
。

発
信
す
る
側
と
受
け
取
る
側
が
お
互
い
に
オ
ー
プ
ン
に
や
り
と
り
し
協
力
す
る
時
代
が
、
新
し
い
ツ＊

９

ー
ル
の
誕
生
と
と
も
に
や
って
き
て
い
る
。

（三み

浦
う
ら
じ
ゅ
ん

準
司じ

『人
間
は
だ
ま
さ
れ
るｰ

フ
ェイ
ク
ニ
ュー
ス
を
見
分
け
る
に
はｰ

』
か
ら
）

＊
１
　
ポ
ピ
ュリ
ズ
ム
…
こ
こ
で
は
、
大
衆
の
不
満
や
不
安
を
あ
お
る
こ
と
に
よ
って
、
支
持
を
得
よ
う
と
す
る
政
治
的
手
法
。

＊
２
　
ポ
ス
ト
真
実
…
客
観
的
事
実
よ
り
、
感
情
的
な
訴

う
った

え
か
け
の
方
が
世よ

論ろ
ん

形
成
に
大
き
く
影

え
い
き
ょ
う

響
す
る
状

じ
ょ
う
き
ょ
う

況
。

＊
３
　
鬱
屈
…
不
満
や
心
配
事
が
た
ま
って
気
分
が
晴
れ
ず
ふ
さ
ぎ
こ
む
こ
と
。
　
　
　
＊
４
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
…
国
家
主
義
。

＊
５
　
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
…
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
不
特
定
多
数
の
利
用
者
が
情
報
を
や
り
と
り
し
た
り
、
ア
イ
デ
ア
を
共
有
し
た
り
す
る
仕
組
み
。

＊
６
　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
…
時
事
的
な
情
報
や
意
見
を
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
を
通
じ
て
大
衆
に
伝
達
す
る
活
動
。

＊
７
　
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
…
反
応
。
　
　
　
＊
８
　
プ
ロ
セ
ス
…
過
程
。
　
　
　
＊
９
　
ツ
ー
ル
…
道
具
。
こ
こ
で
は
情
報
伝
達
の
仕
組
み
。

( １枚め )

受験
番号

課
題
１

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
⑴
か
ら
⑷
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

＊
３



( ２枚め )

受験
番号

⑴
　
　
　
　
「
一
致
」
「
一
貫
性
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
一
」
を
使
う
四
字
熟
語
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。
一
つ
書
き
ま
し
ょ

う
。
た
だ
し
、
「
一
」
は
何
回
使
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。

※※

Ａ

50字

Ｂ

20 字

⑷
　
─
─
─ 

イ
「
ぼ
く
ら
み
ん
な
が
正
し
い
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
を
目
指
す
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
、
不
満
や
怒
り
の
蓄
積
し
な
い

社
会
に
つ
な
が
っ
て
い
く
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
①
、
②
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

　
（

、
や

。
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。
）

①
　
筆
者
が
考
え
る
「
正
し
い
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
を
目
指
す
プ
ロ
セ
ス
」
を
説
明
し
た
次
の
文
の

　
　
Ａ

　
　
・

　
　
Ｂ

　
　
に

適
当
な
言
葉
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
Ａ

　
　
は
五
十
字
以
内
で
書
き
、

　
　
Ｂ

　
　
は
本
文
中
か
ら
二
十
字
で
抜ぬ

き
出
し
て
書
き

ま
し
ょ
う
。

　
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
し
た
現
代
に
お
い
て
「
輿よ

論ろ
ん

」
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
、
情
報
を
発
信
す
る
側
は
、

　
　
Ａ

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
情
報
発
信
に
責
任
を
負
い
、
情
報
を
受
信
す
る
側
は
、

　
　
Ｂ

　
　
力
を
つ
け
て
情
報
を
選
び

取
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
だ
れ
も
が
信
頼
の
お
け
る
正
し
い
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

※

⑵
　
　
　
　
Ｘ

　
　
　
の
中
に
は
、
ど
の
よ
う
な
文
を
書
き
入
れ
る
の
が
よ
い
で
す
か
。
本
文
の
中
で
、

　
　
　
Ｘ

　
　
　
の
前
と
後
に

書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
一
文
を
考
え
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

※

35 字

⑶
　
─
─
─ 

ア
「
そ
の
気
分
、
空
気
を
ぼ
く
ら
は
『
世
論
』
と
呼
ん
だ
り
す
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
世
論
」
は
ど
の
よ
う
な
問

題
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
か
。
次
の
書
き
出
し
に
続
く
形
で
三
十
五
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
（

、
や

。
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。
）

　
　
「
世
論
」
は
世
間
一
般
の
気
分
に
す
ぎ
ず
、
感
情
的
に
反
応
し
や
す
い
も
の
な
の
で

②
　
①
の
プ
ロ
セ
ス
が
「
不
満
や
怒
り
の
蓄
積
し
な
い
社
会
に
つ
な
が
っ
て
い
く
」
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
を
説
明

し
た
次
の
文
の
　
　
　
　
　
に
筆
者
の
主
張
を
踏ふ

ま
え
て
、
適
当
な
言
葉
を
考
え
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
正
し
い
情
報
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
中
で
、
　
　
　
　
　
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
人
々
が
抱か

か

え
て
い
た
不
満
や
怒

り
が
解
消
さ
れ
て
い
く
か
ら
。

※

１※



100 字200 字

　
選
ん
だ
こ
と
わ
ざ

課
題
２
　
次
の
ア
～
ウ
の
三
つ
の
こ
と
わ
ざ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
こ
と
わ
ざ
の
意
味
に
あ
て
は
ま
る
自
分
の
経
験
ま
た
は
見
た
り

聞
い
た
り
し
た
こ
と
を
書
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
将
来
の
自
分
の
夢
や
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
そ
の
経
験
ま
た
は
見
た
り
聞
い

た
り
し
た
こ
と
が
今
後
ど
の
よ
う
な
場
面
で
役
立
つ
と
思
い
ま
す
か
。
二
百
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。
選
ん
だ
こ
と
わ
ざ
の
記

号
を
書
い
て
か
ら
書
き
始
め
ま
し
ょ
う
。
（ 

、
や 

。
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。
）

　
　
ア

　
塵ち

り

も
積
も
れ
ば
山
と
な
る
（
わ
ず
か
な
も
の
も
積
も
り
重
な
れ
ば
大
き
な
山
の
よ
う
に
な
る
こ
と
）

　
　
イ

　
失
敗
は
成
功
の
も
と
（
失
敗
す
れ
ば
反
省
し
て
、
そ
の
方
法
や
欠
点
を
改
め
る
の
で
、
そ
の
後
の
成
功
を
生
み
出
す
こ
と
）

　
　
ウ

　
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
（
何
回
も
人
か
ら
聞
く
よ
り
も
、
自
分
の
目
で
実
際
に
見
る
ほ
う
が
確
実
で
あ
る
こ
と
）

( ３枚め )

受験
番号

※

２※



( ４枚め )

受験
番号

⑴※ ⑶※⑵※ ３※

課題３　明
あき

子
こ

さんは，兄の通う高校にイギリスからの留学生がいることを聞いたことから，一
いち

朗
ろう

さんを交えて先生と

話しました。あとの会話文を読んで，（１）～（３）に答えましょう。

明子：兄の通っている高校にイギリスから留学生がやって来たそうです。日本には，どのくらいの数の留学生がやって

来るのですか。

先生：資料１をみてごらん。日本への外国人留学生の数を示したグラフだよ。資料２は留学生の出身国・地域を示した表

だよ。

一朗：日本へ来る留学生は，この10年間に約　Ａ　倍に増えていますね。

明子：出身国をみると，最も多い　Ｂ　をはじめ，ベトナムやネパール，韓
かんこく

国などのアジアからの留学生が多いですね。

（１）　一朗さんの会話文の　Ａ　にあてはまる数字と，明子さんの会話文の　Ｂ　に入る国名を考えて書きましょう。

Ａ

Ｂ

先生：資料３は，留学生がどこの都道府県に住んでいるかを示したグラフだよ。どんなことが読み取れますか。

一朗：東京や大
おおさか

阪，福
ふくおか

岡などの大都市に住んでいる留学生が多いことが分かります。

先生：その理由は何だと思いますか。

明子：多くの留学生が大都市に住んでいる理由は，おそらく　　　Ｃ　　　だと思います。

（２）　明子さんの会話文の　　　Ｃ　　　に入る理由を考えて書きましょう。

Ｃ

明子：日本からはどのくらいの人が留学生として海外に行っているのですか。

先生：２人で調べてみてごらん。そしてどの国に留学している人が多いのかも調べてみてごらん。ところで２人は将来，

留学したいと考えていますか。

一朗：まだ，ぼくはよくわかりません。

明子：私は，ぜひ留学したいと考えています。

（３）　10年後にあなたが１年間海外に留学するとしたら，どの国に留学してどのようなことを学びたいですか。留学

したい国と学びたいこと，その理由を考えて書きましょう。

　　　　

　国 (　　　　　　　　　　　　　　)



( ５枚め )

受験
番号

資料１　外国人留学生数の変化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料２　多くの外国人留学生が来ている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国・地域と留学生数（2017年）

資料３　都道府県別の外国人留学生数（2017年）

(資料 １,２,３ は(独)日本学生支
し

援
えん

機構による調査から作成)
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