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⃝次のページから始まる問題を見て，校正・校閲を行ってください。
⃝内容のほか，文体，書体などの体裁にいたるすべての面であやまり
を見つけ，朱字で訂正の指示を入れてください。
⃝本テストは実際の問題集を模しており，問題ページが２ページあり
ます。
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次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

2

１

文
章
中
の

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
ま
し
ょ
う
。

ア

だ
か
ら

イ

一
方
で

エ

し
か
し

 
２

線
﹁
江
戸
期
に
は
随
分
話
が
違
っ
て
い
た
﹂
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で

す
か
。
次
の
文
の

に
適
切
な
言
葉
を
補
い
な
さ
い
。

・
江
戸
期
の
日
本
人
は
、
建
物
の
デ
ザ
イ
ン
を
、

と
い
う
こ
と
。

 

日
本
の
近
代
化
は
、
他
国
の
圧
力
を
受
け
て
付
け
焼
き
刃
で
模
倣
さ
れ
た
外
発
的
な

も
の
で
、
西
欧
の
内
発
的
な
近
代
化
の
よ
う
に
完
遂
さ
れ
て
い
な
い
と
、
よ
く
論
じ
ら

れ
る
。

、
日
本
人
の
近
代
的
自
我
は
脆ぜ

い

弱じ
ゃ
く

で
、
他
人
の
思
惑
に
忖そ

ん

度た
く

す
る
集
団 

主
義
の
傾
向
が
あ
り
、
日
本
人
は
個
性
を
主
張
す
る
意
識
が
低
い
、
と
。

し
か
し
、
実
際
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
街
を
歩
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
誤
っ
た
見
方
だ
と

思
え
て
な
ら
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
に
は
、
似
た
よ
う
な
建
物
が
軒
を
重
ね
て
い
る
。
古
く
か
ら
集

団
的
に
維
持
さ
れ
て
き
た
美
し
い
街
並
み
を
壊
さ
な
い
よ
う
、
故
意
に
大
同
小
違
の
意

匠
で
造
形
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
中
世
の
城
が
そ
の
ま
ま
宿
泊
施
設
な
ど
に
用
い
ら
れ
て

い
る
ケ
︱
ス
も
多
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
レ
ナ
ム
宮
殿
な
ど
、
今
な
お
居
住
の
場
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
城
さ
え
あ
る
。
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
街
は
大
戦
時
に

ド
イ
ツ
軍
に
よ
っ
て

破
壊
さ
れ
尽
く
し
た
が
、
復
興
の
際
に
は
執し

つ

拗よ
う

な
ほ
ど
忠
実
に
戦
前
の
街
並
み
が
再
現

さ
れ
た
。
そ
の
際
に
は
当
時
の
二
百
年
ほ
ど
前
の
絵
画
も
有
力
な
資
料
と
し
て
使
わ
れ

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
街
並
み
の
調
和
は
、
前
近
代
的
・
集
団
主
義
的
な
精
神
に
守
れ
て

い
る
の
だ
。

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
都
市
に
は
、
実
に
雑
多
な
衣
装
の
建
築
が
あ
ふ

れ
か
え
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
性
を
主
張
し
て
い
る
。
京
都
な
ど
の
ご
く
一
部
の
都
市
を

除
い
て
、
建
物
を
新
築
す
る
際
、
役
所
か
ら
安
全
面
の
不
足
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
デ
ザ
イ
ン
に
関
し
て
目
く
じ
ら
を
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
無
い
。

そ
ん
な
日
本
の
街
並
み
も
、
江
戸
期
に
は
随
分
訳
が
違
っ
て
い
た
。
特
別
な
事
情
が

な
い
限
り
庶
民
が
二
階
建
て
の
家
屋
に
住
む
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
︵
一
見
、
二

階
建
て
に
見
え
る
商
家
は
中
二
階
の
構
造
︶、
唐か

ら

破は

風ふ

の
屋
根
造
り
な
ど
、
一
定
以
上 

の
格
式
の
大
名
屋や

し
き敷
に
し
か
許
さ
れ
な
い
デ
ザ
イ
ン
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
期
に
な
る
と
、
こ
の
唐
破
風
は
風ふ

ろ

呂
屋
に
な
お
じ
み
の
屋
根
造
り

と
し
て
庶
民
に
親
し
ま
れ
た
。
そ
し
て
現
在
、
野の

放ぼ
う

図ず

な
高
さ
の
家
屋
が
建
ち
並
ぶ
日

本
の
都
市
を
眺
め
れ
ば
、
近
代
化
が
日
本
人
に
も
た
ら
し
た
自
由
を
思
わ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
。
調
和
を
乱
し
個
性
を
主
張
せ
ん
と
す
る
ビ
ル
が
無
秩
序
に
同
居
す
る
今
日
の

街
並
み
こ
そ
、
封
健
制
の
足あ

し

枷か
せ

か
ら
解
き
放
た
れ
た
個
人
の
集
合
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ

た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

＊
唐か
ら

破は

風ふ

＝
正
面
か
ら
見
る
と
、
中
央
部
が
弓
形
に
、
左
右
両
端
が
反
り
か
え
っ
た
曲
線
に
見
え
る
屋
根
の
形
。

＊

5101520

2530

日本でも京都など一部の都市では、景観条例を制定するなどして、昔ながらの景観を守る配慮をしています。これらの場所では、
普段よく見るコンビニエンスストアの看板も、景観に合うように特別なデザインにするなど、工夫されています。
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