
 

Ａ４サイズで 
作成しています 

令和７年度大学入学共通テスト 
 

試作問題『国語』 
 

○ 掲載している試作問題 

  第Ａ問（配点 20 点） 

  第Ｂ問（配点 20 点） 

 

○作成の趣旨及び留意点 

 本試作問題は，「令和７年度大学入学共通テストの出題教科・科目の問題作成方針

に関する検討の方向性」に基づき，令和７年度大学入学共通テスト『国語』に新た

に追加する大問（近代以降の文章）について，具体的なイメージを共有するために

作成・公表するものです。 

 本試作問題は，出題する問題の一例です。本試作問題と同じような内容，形式，

配点等の問題が，令和７年度以降必ず出題されるものではありません。本番の試験

問題の作成に当たっては，今後決定する「令和７年度大学入学者選抜に係る大学入

学共通テスト問題作成方針」を踏まえて検討します。 

 本試作問題は専門家により作成されたものですが，過去の大学入試センター試験

や大学入学共通テストと同様の問題作成や点検のプロセスを経たものではありま

せん。また，本番の試験問題と異なり，Ａ４サイズで作成しています。本番の試験

問題は，適切な分量や体裁となるよう作成することとしています。 

 

※ 本試作問題に関する説明は，「試作問題「国語」の概要」を御覧ください。 

 

 



【資料Ⅰ】 
第
Ａ
問

次
の
【
資
料
Ⅰ
】︵
文
章
︑
図

 

︑
グ
ラ
フ
１
～
グ
ラ
フ
３
︶
と
【
資
料
Ⅱ
】
は
︑
気
候
変
動
が
健
康
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
調
べ
て
い
た
ひ
か
る
さ
ん
が
⾒
つ
け
た
資
料
の
⼀

部
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
読
ん
で
︑
後
の
問
い
︵
問
１
～
３︶
に
答
え
よ
︒︵
配
点

︶ 
文章 健康分野における、気候変動の影響について 

ⓐ気候変動による気温上昇は熱ストレスを増加させ、熱中症リスクや暑熱に
よる死亡リスク、その他、呼吸器系疾患等の様々な疾患リスクを増加させる。
特に、ⓑ暑熱に対して脆

ぜい
弱性が⾼い⾼齢者を中⼼に、暑熱による超過死亡が増

加傾向にあることが報告されている。年によってばらつきはあるものの、熱中
症による救急搬送⼈員・医療機関受診者数・熱中症死亡者数は増加傾向にある。

ⓒ気温の上昇は感染症を媒介する節⾜動物の分布域・個体群密度・活動時期
を変化させる。感染者の移動も相まって、国内での感染連鎖が発⽣することが
危惧される。これまで侵⼊・定着がされていない北海道南部でもヒトスジシマ
カの⽣息が拡⼤する可能性や、⽇本脳炎ウイルスを媒介する外来性の蚊の⿅児
島県以北への分布域拡⼤の可能性などが新たに指摘されている。

外気温の変化は、⽔系・⾷品媒介性感染症やインフルエンザのような感染症
類の流⾏パターンを変化させる。感染性胃腸炎やロタウイルス感染症、下痢症
などの⽔系・⾷品媒介性感染症、インフルエンザや⼿⾜⼝病などの感染症類の
発症リスク・流⾏パターンの変化が新たに報告されている。

猛暑や強い台⾵、⼤⾬等の極端な気象現象の増加に伴いⓓ⾃然災害が発⽣す
れば、被災者の暑熱リスクや感染症リスク、精神疾患リスク等が増加する可能
性がある。

2030 年代までの短期的には、ⓔ温暖化に伴い光化学オキシダント・オゾン等
の汚染物質の増加に伴う超過死亡者数が増加するが、それ以降は減少すること
が予測されている。

健康分野における、気候変動による健康⾯への影響の概略は、次の図に⽰す
とおりである。

（注) 1 熱ストレス……⾼温による健康影響の原因の総称。
2 リスク……危険が⽣じる可能性や度合い。
3 超過死亡……過去のデータから統計的に推定される死者数をどれだけ上回った

かを⽰す指標。
4 感染症を媒介する節⾜動物……昆⾍やダニ類など。
5 ⽔系・⾷品媒介性感染症……⽔、⾷品を介して発症する感染症。

注１ 注２ 

注３ 

注４ 

注５ 
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図 

（文章と図は、環境省「気候変動影響評価報告書 詳細（令和２年 12 月）」をもとに作成）

グラフ１ 日本の年平均気温偏差の経年変化 
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グラフ２ 日本の年降水量偏差の経年変化 

 

     
 

グラフ３ 台風の発生数及び日本への接近数 

 
 
 
（グラフ１～グラフ３は、気象庁「気候変動監視レポート 2019（令和２年７⽉）」をもとに作成） 
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地球温暖化の対策は、これまで原因となる温室効果ガスの排出を削減する「緩和策」を中

⼼に進められてきた。しかし、世界が早急に緩和策に取り組んだとしても、地球温暖化の進

⾏を完全に制御することはできないと考えられている。温暖化の影響と考えられる事象が世

界各地で起こる中、その影響を抑えるためには、私たちの⽣活・⾏動様式の変容や防災への

投資といった被害を回避、軽減するための「適応策」が求められる。例えば、環境省は熱中

症予防情報サイトを設けて、私たちが⽇々の⽣活や街中で熱中症を予防するための様々な⼯

夫や取り組みを紹介したり、保健活動にかかわる⼈向けの保健指導マニュアル「熱中症環境

保健マニュアル」を公開したりしている。これも暑熱に対する適応策である。また、健康影

響が⽣じた場合、現状の保健医療体制で住⺠の医療ニーズに応え、健康⽔準を保持できるの

か、そのために不⾜しているリソースがあるとすれば何で、必要な施策は何かを特定するこ

とが望まれる。例えば、21 世紀半ばに熱中症搬送者数が 2 倍以上となった場合、現⾏の救

急搬送システム（救急隊員数、救急⾞の数等）ですべての熱中症患者を同じ⽔準で搬送可能

なのか、受け⼊れる医療機関、病床、医療従事者は⾜りるのか、といった評価を⾏い、対策

を⽴案していくことが今後求められる。また緩和策と健康増進を同時に進めるコベネフィッ

トを追求していくことも推奨される。例えば、⾃動⾞の代わりに⾃転⾞を使うことは、⾃動

⾞から排出される温室効果ガスと⼤気汚染物質を減らし（緩和策）、⾃転⾞を漕
こ

ぐことで⼼

肺機能が⾼まり健康増進につながる。⾁⾷を減らし、野菜⾷を中⼼にすることは、家畜の飼

育過程で糞
ふん

尿などから⼤量に排出されるメタンガスなどの温室効果ガスを抑制すると同時

に、健康増進につながる。こうしたコベネフィットを社会全体で追求していくことは、各セ

クターで縦割りになりがちな適応策に横のつながりをもたらすことが期待される。 

（橋⽖
はしづめ

真弘
まさひろ

「公衆衛⽣分野における気候変動の影響と適応策」による） 
 
(注) １ リソース……資源。 

２ コベネフィット……⼀つの活動が複数の利益につながること。 
３ セクター……部⾨、部署。 

【資料Ⅱ】 

注１ 

注２ 

注３ 
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問
１
【
資
料
Ⅰ
】
文
章
と
図

 

と
の
関
係
に
つ
い
て
︑
次
の

（ⅰ）

（ⅱ）
の
問
い
に
答
え
よ
︒ 

 

（ⅰ）  

文
章
の
下
線
部
ⓐ
ⓔ
の
内
容
に
は
︑
図

 

で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
が
二
つ
あ
る
︒
そ
の
⼆
つ
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
︑
次
の

の
う
ち
か
ら
⼀
つ
選
べ
︒ 

解
答
番
号
は   
１  

 

︒ 
 

 
 

ⓑ
と
ⓔ 

 
 

ⓐ
と
ⓓ 

 
 

ⓒ
と
ⓔ 

 
 

ⓑ
と
ⓓ 

 
 

ⓐ
と
ⓒ 

  （ⅱ）  

図

 

の
内
容
や
表
現
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
︑
次
の

の
う
ち
か
ら
⼀
つ
選
べ
︒
解
答
番
号
は   

２  
 

︒ 
 

 
 

﹁
気
候
変
動
に
よ
る
影
響
﹂
と
し
て
環
境
及
び
健
康
⾯
へ
の
影
響
を
整
理
し
て
図
⽰
し
︑
文
章
の
内
容
を
読
み
⼿
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
⼯
夫
し
て
い
る
︒ 

 
 

気
温
上
昇
に
よ
て
降
⽔
量
・
降
⽔
パ
タ
ン
の
変
化
や
海
⽔
温
の
上
昇
が
起
こ
る
と
い
う
因
果
関
係
を
図
⽰
す
る
こ
と
に
よ
て
︑
文
章
の
内
容
を
補
⾜
し
て
い
る
︒ 

 
 

﹁
気
候
・
⾃
然
的
要
素
﹂
と
﹁
気
候
変
動
に
よ
る
影
響
﹂
に
分
け
て
整
理
す
る
こ
と
で
︑
ど
の
要
素
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
が
わ
か
る
よ
う
に
提
⽰
し
て
い
る
︒ 

 
 

﹁
気
候
・
⾃
然
的
要
素
﹂
が
及
ぼ
す
﹁
気
候
変
動
に
よ
る
影
響
﹂
を
図
⽰
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
特
定
の
現
象
が
複
数
の
影
響
を
⽣
み
出
し
得
る
こ
と
を
⽰
唆
し
て
い
る
︒ 

 
 

気
候
変
動
に
よ
て
健
康
分
野
が
受
け
る
複
雑
な
影
響
を
読
み
⼿
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に
︑
い
く
つ
か
の
事
象
に
限
定
し
て
因
果
関
係
を
図
⽰
し
て
い
る
︒ 
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問
２ 
次
の
ア
エ
の
各
⽂
は
︑
ひ
か
る
さ
ん
が
【
資
料
Ⅰ
】︑【
資
料
Ⅱ
】
を
根
拠
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒︻
凡
例
】に
基
づ
い
て
各
⽂
の
内
容
の
正
誤
を
判
断
し
た
と
き
︑
そ
の
組

合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
︑
後
の

の
う
ち
か
ら
⼀
つ
選
べ
︒
解
答
番
号
は   

３  
 

︒ 
 

【
凡
例
】 

    
 

ア 

気
候
変
動
に
よ
る
気
温
の
上
昇
は
︑
冬
に
お
け
る
死
亡
者
数
の
減
少
に
つ
な
が
る
⼀
⽅
で
︑
⾼
齢
者
を
中
⼼
に
熱
中
症
や
呼
吸
器
疾
患
な
ど
様
々
な
健
康
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
︒ 

 

イ 

⽇
本
の
年
降
⽔
量
の
平
均
は
⼀
九
〇
⼀
年
か
ら
⼀
九
三
〇
年
の
三
〇
年
間
よ
り
⼀
九
⼋
⼀
年
か
ら
⼆
〇
⼀
〇
年
の
三
〇
年
間
の
⽅
が
多
く
︑
気
候
変
動
の
⼀
端
が
う
か
が
え
る
︒ 

ウ 

台
⾵
の
発
⽣
数
が
平
年
値
よ
り
も
多
い
年
は
⽇
本
で
真
夏
⽇
・
猛
暑
⽇
と
な
る
⽇
が
多
く
︑
気
温
や
海
⽔
温
の
上
昇
と
台
⾵
の
発
⽣
数
は
関
連
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒ 

エ 

地
球
温
暖
化
に
対
し
て
︑温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
を
⽬
指
す
緩
和
策
だ
け
で
な
く
︑被
害
を
回
避
︑軽
減
す
る
た
め
の
適
応
策
や
健
康
増
進
の
た
め
の
対
策
も
必
要
で
あ
る
︒ 

 
 

ア 

正
し
い 

 
 

 

イ 

誤
て
い
る 

 
 

ウ 

誤
て
い
る 

 
 

エ 

判
断
で
き
な
い 

 

ア 

誤
て
い
る 

 

イ 

判
断
で
き
な
い 

 

ウ 

誤
て
い
る 

 
 

エ 

誤
て
い
る 

 

ア 

正
し
い 

 
 

 

イ 

誤
て
い
る 

 
 

ウ 

判
断
で
き
な
い  
エ 
正
し
い 

 
 

ア 

誤
て
い
る 

  

イ 

正
し
い 

 
 

 
 

ウ 

判
断
で
き
な
い 

 
エ 
正
し
い 

 

ア 

判
断
で
き
な
い  

イ 

正
し
い 

 
 

 
 

ウ 

判
断
で
き
な
い 

 

エ 

誤
て
い
る 

 
 

正

 

し

 

い―
―

述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
︑
正
し
い
︒ 

誤

っ

て

い

る―
―

述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
︑
誤
て
い
る
︒ 

判
断
で
き
な
い―

―

述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
の
正
誤
に
つ
い
て
︑【
資
料
Ⅰ
】︑【
資
料
Ⅱ
】
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
︒ 
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問
３ 
気
候
変
動
が
健
康
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
知
り
︑
⾼
校
⽣
と
し
て
何
が
で
き
る
か
考
え
た
ひ
か
る
さ
ん
は
︑
【
資
料
Ⅰ
】
と
【
資
料
Ⅱ
】
を
踏
ま
え
た
レ
ポ
ト
を
書
く
こ
と
に
し

た
︒
次
の【
目
次
】は
︑
ひ
か
る
さ
ん
が
レ
ポ
ト
の
内
容
と
構
成
を
考
え
る
た
め
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
読
ん
で
︑
後
の

（ⅰ）

（ⅱ）
の
問
い
に
答
え
よ
︒ 

                     

 
テーマ：気候変動が健康に与える影響と対策 
 
はじめに：テーマ設定の理由 
 
第１章 気候変動が私たちの健康に与える影響 

a 暑熱による死亡リスクや様々な疾患リスクの増加 
b 感染症の発⽣リスクの増加 
c ⾃然災害の発⽣による被災者の健康リスクの増加  

 
 第２章 データによる気候変動の実態 
      a ⽇本の年平均気温の経年変化 

b ⽇本の年降⽔量の経年変化 
c 台⾵の発⽣数及び⽇本への接近数 

 
第３章 気候変動に対して健康のために取り組むべきこと 

a ⽣活や⾏動様式を変えること 
b 防災に対して投資すること 
c         Ｘ         
d コベネフィットを追求すること 

 
おわりに：調査をふりかえって 
参考⽂献 

【目次】 
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（ⅰ） 
 

【
資
料
Ⅱ
】を
踏
ま
え
て
︑
レ
ポ
ト
の
第
３
章
の
構
成
を
考
え
た
と
き
︑
【
目
次
】の
空
欄 

Ｘ 

に
⼊
る
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
︑
次
の

の
う
ち
か
ら
⼀
つ

選
べ
︒
解
答
番
号
は   

４  
 

︒ 

 

熱
中
症
予
防
情
報
サ
イ
ト
を
設
け
て
周
知
に
努
め
る
こ
と 

 

保
健
活
動
に
か
か
わ
る
⼈
向
け
の
マ
ニ
ア
ル
を
公
開
す
る
こ
と 

 

住
⺠
の
医
療
ニ
ズ
に
応
え
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
特
定
す
る
こ
と 

 

現
⾏
の
救
急
搬
送
シ
ス
テ
ム
の
改
善
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と 

 

縦
割
り
に
な
り
が
ち
な
適
応
策
に
横
の
つ
な
が
り
を
も
た
ら
す
こ
と 

  

（ⅱ） 
 

ひ
か
る
さ
ん
は
︑
級
友
に【
目
次
】
と
【
資
料
Ⅰ
】【
資
料
Ⅱ
】
を
⽰
し
て
レ
ポ
ト
の
内
容
や
構
成
を
説
明
し
︑
助
⾔
を
も
ら
た
︒
助
言
の
内
容
に
誤
り
が
あ
る
も
の
を
︑
次
の

の
う
ち
か
ら
⼀
つ
選
べ
︒
解
答
番
号
は   
５  

 

︒ 

 

Ａ
さ
ん 

テ
マ
に
掲
げ
て
い
る
﹁
対
策
﹂
と
い
う
表
現
は
︑﹁
健
康
を
守
る
た
め
の
対
策
﹂
な
の
か
︑﹁
気
候
変
動
を
防
ぐ
た
め
の
対
策
﹂
な
の
か
わ
か
り
に
く
い
か
ら
︑
そ
こ 

が
明
確
に
な
る
よ
う
に
表
現
す
べ
き
だ
と
思
う
よ
︒ 

 

Ｂ
さ
ん 

第
１
章
の
ｂ
の
表
現
は
︑ａ
や
ｃ
の
表
現
と
そ
ろ
え
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
な
い
か
な
︒﹁
⼤
気
汚
染
物
質
に
よ
る
感
染
症
の
発
⽣
リ
ス
ク
の
増
加
﹂
と
す
れ
ば
︑
発
⽣ 

の
原
因
ま
で
明
確
に
⽰
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
よ
︒ 

 

Ｃ
さ
ん 

気
候
変
動
と
健
康
と
い
う
テ
マ
で
論
じ
る
な
ら
︑
気
候
変
動
に
関
す
る
デ
タ
だ
け
で
な
く
︑
感
染
症
や
熱
中
症
の
発
⽣
状
況
の
推
移
が
わ
か
る
デ
タ
も
提
⽰
で 

き
る
と
︑
よ
り
根
拠
が
明
確
に
な
る
ん
じ
な
い
か
な
︒ 

 

Ｄ
さ
ん 

第
１
章
で
︑
気
候
変
動
が
健
康
に
与
え
る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
述
べ
る
ん
だ
よ
ね
︒
で
も
︑
そ
の
前
提
と
し
て
気
候
変
動
が
起
き
て
い
る
デ
タ
を
⽰
す
べ
き
だ
か
ら
︑ 

第
１
章
と
第
２
章
は
⼊
れ
替
え
た
⽅
が
︑
流
れ
が
よ
く
な
る
と
思
う
よ
︒ 

 

Ｅ
さ
ん 

第
１
章
か
ら
第
３
章
は
︑
調
べ
て
わ
か
た
事
実
や
⾒
つ
け
た
資
料
の
内
容
の
紹
介
だ
け
で
終
わ
て
い
る
よ
う
に
⾒
え
る
け
ど
︑
そ
れ
ら
に
基
づ
い
た
ひ
か
る
さ
ん 

な
り
の
考
察
も
書
い
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
︒ 
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 【
レ
ポ
ー
ト
】 

男
⼥
間
の
⾔
葉
遣
い
の
違
い
は
︑
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
【
資
料
Ⅰ
】
に
よ
る
と
︑
男
⼥
の
⾔
葉
遣
い
は
同
じ
で
な
い
と
思

て
い
る
⼈
の
割
合
は
︑

七
割
以
上
い
る
︒
実
際
︑﹁
こ
の
バ
ス
に
乗
れ
ば
い
い
の
よ
ね
？
﹂
は
⼥
の
⼦
の
話
し
⽅
と
し
て
︑﹁
こ
の
カ
レ

ラ
イ
ス
う
ま
い
ね
！
﹂
は
男
の
⼦
の
話
し
⽅

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
性
差
に
よ

て
⾔
葉
遣
い
が
は

き
り
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
︑
⽇
本
語
の
特
徴
の
反
映
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

 
 

⼀
⽅
︑ 

 

Ｘ 
 

に
も
着
⽬
す
る
と
︑
男
⼥
の
⾔
葉
遣
い
の
違
い
を
認
識
し
て
い
る
も
の
の
︑
⼥
性
ら
し
い
と
さ
れ
て
い
た
⾔
葉
遣
い
が
あ
ま
り
⽤
い
ら

れ
ず
︑
逆
に
男
性
ら
し
い
と
さ
れ
る
⾔
葉
遣
い
を
し
て
い
る
⼥
性
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
︒ 

こ
こ
で
︑
【
資
料
Ⅱ
】
【
資
料
Ⅲ
】
の
﹁
役
割
語
﹂
を
参
照
し
た
い
︒
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
れ
ば
︑
⾔
葉
遣
い
の
違
い
は
性
別
に
よ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
︑
そ

し
て
︑ 

  

Ｙ 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒ 

 

た
し
か
に
︑
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
︑
⼩
説
な
ど
の
フ

ク
シ

ン
に
お
い
て
︑
こ
の
よ
う
な
役
割
語
は
︑
⾮
常
に
発
達
し
て
い
る
︒
役
割
語
が
な
け
れ
ば
︑﹁
キ

ラ
ク
タ
﹂
を
描
け
な
い
よ
う
に
す
ら
感
じ
る
︒
と
く
に
︑
⽂
字
は
映
像
と
違

て
︑
顔
は
⾒
え
な
い
し
声
も
聞
こ
え
な
い
︒
役
割
語
が
効
率
的
に
キ

ラ
ク

タ
を
描
き
分
け
る
こ
と
に
よ

て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
メ

ジ
を
読
者
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
⼀
⽅
で
︑
キ

ラ
ク
タ
の
イ
メ

ジ
が
ワ
ン
パ
タ

ン

に
陥

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
︒ 

そ
れ
で
は
︑
現
実
の
世
界
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
私
た
ち
の
⾝
近
に
あ
る
例
を
次
に
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ｚ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

以
上
の
よ
う
に
︑
私
た
ち
の
周
り
に
は
多
く
の
役
割
語
が
あ
ふ
れ
て
い
る
︒
し
た
が

て
︑
役
割
語
の
性
質
を
理
解
し
た
う
え
で
︑
フ

ク
シ

ン
と
し
て

楽
し
ん
だ
り
︑
時
と
場
所
に
よ

て
⽤
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
た
り
す
る
な
ど
︑
⾃
ら
の
⾔
葉
遣
い
に
つ
い
て
も
⾃
覚
的
で
あ
り
た
い
︒ 

第
Ｂ
問 

ヒ
ロ
ミ
さ
ん
は
︑
⽇
本
語
の
独
特
な
⾔
葉
遣
い
に
つ
い
て
調
べ
︑﹁
⾔
葉
遣
い
へ
の
⾃
覚
﹂
と
い
う
題
で
⾃
分
の
考
え
を
【
レ
ポ
ー
ト
】
に
ま
と
め
た
︒

【
資
料
Ⅰ
】

︻
資
料
Ⅲ
︼
は
︑︻
レ
ポ
ー
ト
】
に
引
⽤
す
る
た
め
に
ア
ン
ケ

ト
結
果
や
参
考
⽂
献
の
⼀
部
を
︑
⾒
出
し
を
付
け
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
を
読
ん
で
︑
後
の
問
い
︵
問
１
～
４
︶
に
答
え
よ
︒︵
配
点 

 

︶ 

 20 
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 【資料Ⅰ】 性別による言葉遣いの違い 

 

調査期間 2008/11/23〜2008/12/08 

調査対象 ⼩学⽣〜⾼校⽣ 10,930 ⼈（男⼦ 5,787 ⼈、⼥⼦ 5,107 ⼈、無回答 36 ⼈） 

調査⽅法 任意で回答               

単位 全て％ 
 

質問１  

男の⼦（⼈）が使うことばと、⼥の⼦（⼈）が使うことばは、同じだと思いますか？ 

  
質問２  

①次の各⽂は、男の⼦、⼥の⼦、どちらの話し⽅だと思いますか？  

「このバスに乗ればいいのよね？」   「このカレーライスうまいね！」  

  

②次のようなことばづかいはしますか？ 

「このバスに乗ればいいのよね？」   「このカレーライスうまいね！」 

   

（旺⽂社「第６回ことばに関するアンケート」による） 
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【
資
料
Ⅱ
】 

役
割
語
の
定
義 

役
割
語
に
つ
い
て
︑
⾦
⽔
敏
﹃
ヴ

チ

ル
⽇
本
語 

役
割
語
の
謎
﹄︵
岩
波
書
店
︑
⼆
〇
〇
三
年
︑
⼆
〇
五
⾴
︶
で
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
︒ 

 
あ
る
特
定
の
⾔
葉
遣
い(

語
彙
・
語
法
・
⾔
い
回
し
・
イ
ン
ト
ネ

シ

ン
等)

を
聞
く
と
特
定
の
⼈
物
像(

年
齢
︑
性
別
︑
職
業
︑
階
層
︑
時
代
︑
容

姿
・
⾵
貌
︑
性
格
等)

を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
︑
あ
る
い
は
あ
る
特
定
の
⼈
物
像
を
提
⽰
さ
れ
る
と
︑
そ
の
⼈
物
が
い
か
に
も
使
⽤
し
そ

う
な
⾔
葉
遣
い
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
︑
そ
の
⾔
葉
遣
い
を
﹁
役
割
語
﹂
と
呼
ぶ
︒ 

 

す
な
わ
ち
︑
特
定
の
話
し
⽅
あ
る
い
は
⾔
葉
遣
い
と
特
定
の
⼈
物
像(

キ

ラ
ク
タ)

と
の
⼼
理
的
な
連
合
で
あ
り
︑(

注)

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
⾔
語
版
で
あ

る
と
も
⾔
え
る
︒
役
割
語
の
分
か
り
や
す
い
例
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 

ａ 

お
お
︑
そ
う
じ

︑
わ
し
が
知

て
お
る
ん
じ

︒ 

ｂ 

あ
ら
︑
そ
う
よ
︑
わ
た
く
し
が
知

て
お
り
ま
す
わ
︒ 

ｃ 

う
ん
︑
そ
う
だ
よ
︑
ぼ
く
が
知

て
る
よ
︒ 

ｄ 

ん
だ
︑
ん
だ
︑
お
ら
知

て
る
だ
︒  

ｅ 

そ
や
そ
や
︑
わ
し
が
知

て
ま

せ

︒ 

ｆ 

う
む
︑
さ
よ
う
︑
せ

し

が
存
じ
て
お
り
ま
す
る
︒ 

 

上
記
の
話
し
⽅
は
い
ず
れ
も
論
理
的
な
内
容
が
同
じ
で
あ
る
が
︑
想
起
さ
せ
る
話
し
⼿
が
異
な
る
︒
例
え
ば
ａ
は
男
性
⽼
⼈
︑
ｂ
は
お
嬢
様
︑
ｃ
は
男
の

⼦
︑
ｄ
は
⽥
舎
も
の
︑
ｅ
は
関
⻄
⼈
︑
ｆ
は
武
⼠
な
ど
の
話
し
⼿
が
当
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒ 

︵
⾦ き

ん
⽔ す

い

敏 さ
と
し

﹁
役
割
語
と
⽇
本
語
教
育
﹂﹃
⽇
本
語
教
育
﹄
第
⼀
五
〇
号
に
よ
る
︶ 

︵
注
︶ 

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ―

型
に
は
ま

た
画
⼀
的
な
イ
メ

ジ
︒
紋
切
り
型
︒ 
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【
資
料
Ⅲ
】 

役
割
語
の
習
得
時
期 

多
く
の
⽇
本
語
話
者
は
︑﹁
あ
ら
︑
す
て
き
だ
わ
﹂﹁
お
い
︑
お
れ
は
⾏
く
ぜ
﹂
の
よ
う
な
⾔
い
⽅
が
⼥
性
や
男
性
の
話
し
⽅
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
知
識
を

共
有
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
現
実
の
⽇
常
⽣
活
の
中
で
こ
の
よ
う
な
い
か
に
も
⼥
性
的
︑
い
か
に
も
男
性
的
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
今
⽇
の
⽇
本
で
は
や
は
り

ま
れ
に
な

て
い
る
︒ 

⽇
常
的
な
⾳
声
⾔
語
に
︑語
彙
・
語
法
的
な
特
徴
と
性
差
に
関
す
る
積
極
的
な
証
拠
が
乏
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑多
く
の
ネ
イ
テ

ブ
の
⽇
本
語
話
者
は
︑

︿
男
こ
と
ば
﹀
と
︿
⼥
こ
と
ば
﹀
を
正
し
く
認
識
す
る
︒
む
ろ
ん
こ
れ
は
︑
絵
本
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
作
品
の
受
容
を
通
し
て
知
識
を
受
け
⼊
れ
て
い
る
の
で
あ

る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
︑
私
が
代
表
者
を
務
め
る(

注)

科
研
費
の
研
究
グ
ル

プ
で
︑
幼
児
の
役
割
語
認
識
の
発
達
に
関
す
る
予
備
的
な
実
験
調

査
を
紹
介
し
よ
う
︒
図
１
と
し
て
⽰
す
の
は
︑
そ
の
実
験
に
⽤
い
た
イ
ラ
ス
ト
で
あ
る
︒ 

こ
の
図
を
被
実
験
者
の
幼
児
に
⽰
し
︑
さ
ら
に
⾳
声
剌
激
と
し
て
次
の
よ
う
な
⽂
の
読
み
上
げ
を
聞
か
せ
︑
絵
の
⼈
物
を
指
し
⽰
さ
せ
た
︒  

 

ａ 

お
れ
は
︑
こ
の
町
が
⼤
好
き
だ
ぜ
︒ 

ｂ 

あ
た
し
は
︑
こ
の
町
が
⼤
好
き
な
の
よ
︒ 

ｃ 

わ
し
は
︑
こ
の
町
が
⼤
好
き
な
ん
じ

︒  

ｄ 

ぼ
く
は
︑
こ
の
町
が
⼤
好
き
さ
︒ 

 

ｅ 

わ
た
く
し
は
︑
こ
の
町
が
⼤
好
き
で
す
わ
︒ 

 

そ
の
結
果
︑
三
歳
児
で
は
性
差
を
含
む
役
割
語
の
認
識
が
⼗
分
で
な
か

た
の
に
対
し
︑
五
歳
児
で
は
ほ
ぼ
完
璧
に
で
き
る

こ
と
が
分
か

た(

⾳
声
的
な
刺
激
を
⽤
い
た
の
で
︑
語
彙
・
語
法
的
な
指
標
と
⾳
声
的
な
指
標
の
ど
ち
ら
が
効
い
て
い
た
か

は
こ
れ
か
ら
の
検
討
課
題
で
あ
る)

︒ 

幼
児
が
︑
こ
れ
ら
の
⼈
物
像
す
べ
て
に
現
実
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
に
く
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
幼
児
が
⽇
常
的
に
触
れ
る
絵
本
や
ア
ニ

メ
作
品
等
に
は
︑
役
割
語
の
例
が
あ
ふ
れ
て
い
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
︵
⾦
⽔
敏
﹁
役
割
語
と
⽇
本
語
教
育
﹂﹃
⽇
本
語
教
育
﹄
第
⼀
五
〇
号
に
よ
る
︶ 

︵
注
︶ 

科
研
費―

科
学
研
究
費
補
助
⾦
の
略
︒
学
術
研
究
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
⽬
的
に
す
る
競
争
的
資
⾦
︒ 

図１  役割 語 習得 に 関す る 実験 刺 激  
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問
１ 

【
レ
ポ
ー
ト
】
の
空
欄 

Ｘ 

に
は
︑【
レ
ポ
ー
ト
】
の
展
開
を
踏
ま
え
た
【
資
料
Ⅰ
】
の
説
明
が
⼊
る
︒
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
︑
次

の

の
う
ち
か
ら
⼀
つ
選
べ
︒
解
答
番
号
は   

１  
 

︒ 

 

 
﹁
こ
の
バ
ス
に
乗
れ
ば
い
い
の
よ
ね
？
﹂
を
使
わ
な
い
⼥
⼦
は
六
割
近
く
に
の
ぼ
り
︑﹁
こ
の
カ
レ

ラ
イ
ス
う
ま
い
ね
！
﹂
を
使
わ
な
い
男
⼦
は

⼆
割
を
超
え
て
い
る
こ
と 

 

﹁
こ
の
バ
ス
に
乗
れ
ば
い
い
の
よ
ね
？
﹂
を
使
う
⼥
⼦
は
三
割
程
度
に
と
ど
ま
り
︑﹁
こ
の
カ
レ

ラ
イ
ス
う
ま
い
ね
！
﹂
を
使
う
⼥
⼦
は
三
割
を

超
え
て
い
る
こ
と 

 

﹁
こ
の
バ
ス
に
乗
れ
ば
い
い
の
よ
ね
？
﹂
を
使
わ
な
い
⼥
⼦
は
六
割
近
く
に
の
ぼ
り
︑﹁
こ
の
カ
レ

ラ
イ
ス
う
ま
い
ね
！
﹂
を
使
わ
な
い
男
⼥
は

四
割
近
く
に
の
ぼ
る
こ
と 

 

﹁
こ
の
バ
ス
に
乗
れ
ば
い
い
の
よ
ね
？
﹂
を
使
わ
な
い
⼥
⼦
は
六
割
近
く
に
の
ぼ
り
︑﹁
こ
の
カ
レ

ラ
イ
ス
う
ま
い
ね
！
﹂
を
使
う
か
分
か
ら
な

い
と
い
う
⼥
⼦
は
⼀
割
程
度
に
と
ど
ま

て
い
る
こ
と 

 

﹁
こ
の
バ
ス
に
乗
れ
ば
い
い
の
よ
ね
？
﹂
を
使
う
⼥
⼦
は
三
割
程
度
に
と
ど
ま
り
︑﹁
こ
の
カ
レ

ラ
イ
ス
う
ま
い
ね
！
﹂
を
男
⼥
ど
ち
ら
が
使

て
も
い
い
と
考
え
る
⼈
は
三
割
近
く
に
の
ぼ
る
こ
と 
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問
２ 

【
レ
ポ
ー
ト
】
の
空
欄 

Ｙ 

に
は
︑
【
資
料
Ⅱ
】
及
び
【
資
料
Ⅲ
】
の
要
約
が
⼊
る
︒
そ
の
要
約
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
︑
次
の

の
う

ち
か
ら
⼀
つ
選
べ
︒
解
答
番
号
は   

２  
 

︒ 

 

 
イ
ラ
ス
ト
と
⾳
声
刺
激
を
⽤
い
た
発
達
段
階
に
関
す
る
調
査
に
よ

て
︑
役
割
語
の
認
識
は
︑
五
歳
で
ほ
ぼ
獲
得
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

た
が
︑
そ
れ
は
絵
本
や
ア
ニ
メ
と
い

た
幼
児
向
け
の
フ

ク
シ

ン
の
影
響
で
あ
る 

 

役
割
語
と
は
︑
特
定
の
⼈
物
像
を
想
起
さ
せ
た
り
特
定
の
⼈
物
が
い
か
に
も
使
⽤
し
そ
う
だ
と
感
じ
さ
せ
た
り
す
る
語
彙
や
⾔
い
回
し
な
ど
の
⾔

葉
遣
い
の
こ
と
で
あ
り
︑
⽇
本
語
の
⾔
葉
遣
い
の
特
徴
を
端
的
に
⽰
し
た
概
念
で
あ
る 

 

年
齢
や
職
業
︑
性
格
と
い

た
話
し
⼿
の
⼈
物
像
に
関
す
る
情
報
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
⾔
葉
遣
い
を
役
割
語
と
呼
び
︑
私
た
ち
は
そ
う
し
た
⾔
葉

遣
い
を
幼
児
期
か
ら
絵
本
や
ア
ニ
メ
等
の
登
場
⼈
物
の
話
し
⽅
を
通
し
て
学
ん
で
い
る 

 

⽇
本
語
話
者
で
あ
れ
ば
⾔
葉
遣
い
だ
け
で
特
定
の
⼈
物
の
イ
メ

ジ
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
こ
う
し
た
特
定
の
イ
メ

ジ
が
社
会

で
広
く
共
有
さ
れ
る
に
⾄

た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
し
て
の
⾔
語
が
役
割
語
で
あ
る 

 

特
定
の
⼈
物
の
イ
メ

ジ
を
喚
起
す
る
役
割
語
の
⼒
が
⾮
常
に
強
い
の
は
︑
幼
児
期
か
ら
フ

ク
シ

ン
を
通
し
て
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
で

あ
る
が
︑
成
⻑
の
過
程
で
理
性
的
な
判
断
に
よ

て
そ
の
イ
メ

ジ
は
変
え
ら
れ
る 
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問
３ 

【
レ
ポ
ー
ト
】
の
空
欄 

Ｚ 

に
は
︑
役
割
語
の
例
が
⼊
る
︒
そ
の
例
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
︑
次
の

の
う
ち
か
ら
⼀
つ
選
べ
︒
解
答

番
号
は   

３  
 

︒ 

 

 
家
族
や
友
だ
ち
に
対
し
て
は
く
だ
け
た
⾔
葉
遣
い
で
話
す
こ
と
が
多
い
⼈
が
︑
他
⼈
の
⽬
を
意
識
し
て
︑
親
密
な
⼈
に
も
敬
語
を
⽤
い
て
話
し
⽅

を
変
え
る
場
合
が
⾒
受
け
ら
れ
る
︒ 

 

ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
︑
映
画
の
登
場
⼈
物
を
真
似
る
な
ど
し
て
︑
⼀
般
的
に
男
性
が
⽤
い
る
﹁
僕
﹂
や
﹁
俺
﹂
な
ど
の
⼀
⼈
称
代
名
詞
を
⽤
い
る
⼥

性
が
⾒
受
け
ら
れ
る
︒ 

 

ふ
だ
ん
共
通
語
を
話
す
⼈
が
話
す
不
⾃
然
な
⽅
⾔
よ
り
も
︑
周
り
が
⽅
⾔
を
話
す
環
境
で
育
て
ら
れ
た
⼈
が
話
す
⾃
然
な
⽅
⾔
の
⽅
が
好
ま
れ
る

と
い
う
傾
向
が
⾒
受
け
ら
れ
る
︒ 

 

﹁
ツ

コ
ミ
キ

ラ
﹂︑﹁
天
然
キ

ラ
﹂
な
ど
の
類
型
的
な
⼈
物
像
が
浸
透
し
︑
場
⾯
に
応
じ
て
そ
れ
ら
を
使
い
分
け
る
と
い
う
コ
ミ

ニ
ケ

シ

ン
が
⾒
受
け
ら
れ
る
︒ 

 

ス
ポ

ツ
ニ

ス
で
外
国
⼈
男
性
選
⼿
の
⾔
葉
が
︑﹁
俺
は

だ
ぜ
﹂︑﹁

さ
﹂
な
ど
と
男
性
⾔
葉
を
こ
と
さ
ら
強
調
し
て
翻
訳
さ
れ
る
場
合
が

⾒
受
け
ら
れ
る
︒ 
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問
４ 

ヒ
ロ
ミ
さ
ん
は
、
【
レ
ポ
ー
ト
】
の
主
張
を
よ
り
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
論
拠
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
補
足
し
よ
う
と
考
え
た
。
そ

の
内
容
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
次
の

～

の
う
ち
か
ら
二
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は   

４  
 

・   

５  
 

。 

 

 
「
今
日
は
学
校
に
行
く
の
」
と
い
う
表
現
を
例
に
し
て
、
日
本
語
に
お
け
る
役
割
語
で
は
語
彙
や
語
法
よ
り
音
声
的
な
要
素
が
重
要
で
あ
る
た
め
、

文
末
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
男
女
ど
ち
ら
の
言
葉
遣
い
に
も
な
る
こ
と
を
補
足
す
る
。 

 

英
語
の
「
Ｉ
」
に
対
応
す
る
日
本
語
が
「
わ
た
し
」、「
わ
た
く
し
」、「
お
れ
」、「
ぼ
く
」
な
ど
多
様
に
存
在
す
る
こ
と
を
例
示
し
、
一
人
称
代
名
詞

の
使
い
分
け
だ
け
で
も
具
体
的
な
人
物
像
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
補
足
す
る
。 

 

マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
な
ど
に
登
場
す
る
武
士
や
忍
者
が
用
い
る
と
さ
れ
る
「
～
で
ご
ざ
る
」
と
い
う
文
末
表
現
が
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
使
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
役
割
語
の
多
く
が
江
戸
時
代
の
言
葉
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
補
足
す
る
。 

 

 

役
割
語
と
性
別
、
年
齢
、
仕
事
の
種
類
、
見
た
目
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
と
が
つ
な
が
り
や
す
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
不
用
意
に
役
割
語
を
用
い
る
こ
と

は
人
間
関
係
に
お
い
て
個
性
を
固
定
化
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
補
足
す
る
。 

 

 

絵
本
や
ア
ニ
メ
な
ど
の
幼
児
向
け
の
作
品
を
通
し
て
い
つ
の
間
に
か
認
識
さ
れ
る
と
い
う
役
割
語
の
習
得
過
程
と
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
示
し
、

こ
の
時
期
の
幼
児
教
育
に
は
子
ど
も
の
語
彙
を
豊
か
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
補
足
す
る
。 

 

役
割
語
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
は
い
て
も
実
際
の
場
面
で
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
役
割
語
使
用
の
実
情
を
も
と
に
、
一
人
称
代
名
詞
や

文
末
表
現
な
ど
の
役
割
語
の
数
が
将
来
減
少
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
補
足
す
る
。 
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