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１

今
聞
き
取
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

次
に
示
し
た
の
は
、
山
下
さ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
メ
モ
で
す
。
イ
に
当

山
下
さ
ん
は
、
自
分
の
思
い
を
伝
え
る
た
め
に
、
ど
ん
な
工
夫
を
し
て
い
ま
し

(1)

(2)

て
は
ま
る
ス
ピ
ー
チ
の
内
容
に
つ
い
て
書
き
な
さ
い
。

た
か
。
そ
の
工
夫
と
し
て
当
て
は
ま
る
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

同
じ
内
容
を
何
度
も
く
り
返
し
な
が
ら
、
聞
く
人
の
注
意
を
ひ
く
よ
う
に
話

し
て
い
る
。

イ

伝
え
た
い
内
容
に
つ
い
て
、
様
子
が
伝
わ
る
よ
う
に
具
体
的
な
例
を
あ
げ
て

話
し
て
い
る
。

ウ

伝
え
る
内
容
を
事
実
と
意
見
に
分
け
、
調
査
結
果
も
示
し
な
が
ら
話
し
て
い

る
。

エ

伝
え
た
い
内
容
に
つ
い
て
、
ち
が
う
意
見
を
予
想
し
、
複
数
の
話
題
に
つ
い

て
話
し
て
い
る
。

ス
ピ
ー
チ
で
今
度
は
あ
な
た
が
話
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
あ
な
た
が
「
大
切
に
し
た
い
」
と
考
え
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
自
分
の
体
験
を
入
れ
て
、
実

(3)
際
に
話
す
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

２

次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

次
の
文
の

線
の
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、

線
の
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

(1)

①

五
万
分
の
一
の
縮
尺
の
地
図
を
買
う
。

②

趣
の
あ
る
庭
園
だ
。

③

世
界
的
な
規
模
の
建
物
だ
。

④

う
が
い
薬
を
水
で
薄
め
る
。

⑤

隣
の
家
の
屋
根
は
赤
い
。

⑥

ふ
つ
う
の
日
は
、
早
く
起
き
る
。

⑦

洗
た
く
物
が
か
わ
く
。

⑧

落
ち
葉
が
水
面
に
う
か
ぶ
。

⑨

び
み
ょ
う
な
ち
が
い
に
気
づ
く
。

⑩

は
ん
き
ょ
う
を
ま
き
起
こ
す
。

漢
字
に
は
た
く
さ
ん
の
部
首
が
あ
り
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
で
漢
字
も
変
わ
り
ま
す
。「
寺
」
と
い
う
漢
字
に
「
日
」
と
い
う
部
首
を
組
み
合
わ
せ
る
と
「
時
」

(2)
と
い
う
漢
字
に
な
り
ま
す
。「
寺
」
に
他
の
部
首
を
組
み
合
わ
せ
て
、「
時
」
以
外
の
漢
字
を
一
つ
作
り
な
さ
い
。

寺

＋

日

→

時

(例)次
の

線
の
部
分
と
同
じ
意
味
に
な
る
よ
う
に
、（

）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
一
字
を
入
れ
な
さ
い
。

(3)

・

彼
は
、
非
の
打
ち
所
が
な
い
演
技
を
見
せ
た
。
＝

申
し
（

）
の
な
い

＝

文
（

）
の
付
け
よ
う
が
な
い

次
の
文
は
「
何
が
」
→
「
ど
う
す
る
」
と
い
う
組
み
立
て
に
、
修

飾
す
る
言
葉
が
つ
い
た
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
次
の
ア
～
キ
か
ら
「
何
が
」「
ど
う
す

し
ゅ
う
し
ょ
く

(4)
る
」
に
あ
た
る
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

明
日
は

私
の

兄
も

新
幹
線
で

新
八
代
駅
か
ら

鹿
児
島
へ

行
き
ま
す
。

次
の
三
つ
の
会
話
に
は
、
故
事
成
語
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
つ
だ
け
使
い
方
が
適
切
で
は
な
い
会
話
が
あ
り
ま
す
。
次
の
Ａ
～
Ｃ
か
ら
一
つ
選
び
、
記

(5)
号
で
答
え
な
さ
い
。

中
田
さ
ん

「
昨
日
の
試
合
は
厳
し
い
ゲ
ー
ム
だ
っ
た
よ
。
こ
れ
に
負
け
た
ら
も
う
あ
と
が
な
い
か
ら
、
必
死
の
思
い
で
が
ん
ば
っ
た
よ
。」

山
本
さ
ん

「
ま
さ
に
背
水
の
陣
で
の
ぞ
ん
だ
わ
け
ね
。
そ
れ
で
、
結
果
は
ど
う
だ
っ
た
の
。」

は
い
す
い

じ
ん

中
村
さ
ん

「
今
日
の
国
語
の
時
間
は
、
昨
日
書
い
た
作
文
の
語
句
の
ま
ち
が
い
を
直
し
た
り
、
文
章
を
練
り
直
し
た
り
し
た
ん
だ
。」

小
林
さ
ん

「
文
章
を
推
敲
し
た
の
ね
。
作
文
も
ぐ
っ
と
よ
く
な
っ
た
で
し
ょ
う
。」

す
い
こ
う

吉
田
さ
ん

「
試
験
に
備
え
て
、
夕
べ
は
夜
中
ま
で
勉
強
し
た
ん
だ
。
お
か
げ
で
難
し
い
問
題
も
解
け
た
よ
。
う
れ
し
い
な
。」

山
田
さ
ん

「
漁
夫
の
利
っ
て
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
ん
だ
ね
。
努
力
す
れ
ば
い
い
こ
と
が
あ
る
ね
。」

ぎ
ょ

ふ

り

題

名
「
『
水
』
を
大
切
に
し
た
い
」

１

夏
休
み
の
で
き
ご
と

①

歯
み
が
き
の
と
き
、
水
を
む
だ
づ
か
い
し
た
こ
と

②

お
ば
の
言
葉

２

水
を
む
だ
に
し
て
い
た
私

三
つ
の
例

ア

茶
わ
ん
を
洗
う
と
き
の
水
の
使
い
方

イ

（

）

ウ

シ
ャ
ワ
ー
を
使
う
と
き
の
お
湯
の
使
い
方

３

ま
と
め

①

外
国
の
様
子
（
水
を
く
む
女
の
子
の
こ
と
）

②

思
う
だ
け
で
な
く
実
行
し
、
呼
び
か
け
た
い

ＡＢＣ



３

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

中
学
校
の
体
育
教
師
だ
っ
た
「
わ
た
し
」
は
、
大
け
が
を
し
て
し
ま
い
、
手
や
足
を
動
か
せ
な
い
状
態
で
入
院
し
て
い
る
。
同
じ
病
室
の
「
高
久
君
」（
中

た
か

く

学
生
の
男
の
子
）
と
仲
良
く
な
る
が
、
彼
は
治
療
の
都
合
で
東
京
の
病
院
に
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
彼
の
ぼ
う
し
に
病
室
の
み
ん
な
で
寄
せ
書
き
を
す

ち

り
ょ
う

る
こ
と
に
な
っ
た
。
手
が
動
か
な
い
「
わ
た
し
」
は
口
に
サ
イ
ン
ペ
ン
を
く
わ
え
、
字
を
書
こ
う
と
思
っ
た
が
、
書
け
た
の
は
小
さ
な
点
だ
け
だ
っ
た
。
し
か

た
な
く
母
が
ぼ
う
し
を
動
か
し
、
最
初
に
つ
け
た
点
を
の
ば
し
た
「
お
」
と
名
ま
え
の
一
文
字
「
富
」
と
い
う
字
を
書
き
、「
お
富
」
と
い
う
サ
イ
ン
が
で
き
た
。

線
①
「
高
久
君
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
う
そ
を
、
す
こ
し
で
も
ほ
ん
と
う
に
し
よ
う
」
に
つ
い
て
、「
す
こ
し
で
も
ほ
ん
と
う
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

(1)
ど
の
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
か
。
次
の

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
書
き
な
さ
い
。

・
「
わ
た
し
」
が

に
な
る
こ
と
。

母
が
「
わ
た
し
」
の
こ
と
を
心
か
ら
応
援
し
て
い
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
一
文
を
文
章
中
か
ら
書
き
出
し
な
さ
い
。

(2)

最
初
は
、
高
久
君
に
う
そ
を
つ
い
て
す
ま
な
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
「
わ
た
し
」
で
す
が
、

線
②
「
高
久
君
に
つ
い
た
う
そ
も
、
ゆ
る
し
て

(3)
も
ら
え
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。」
と
変
化
し
て
い
ま
す
。「
わ
た
し
」
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
次
の

に
今
ま
で
の
が
ん
ば
り
や
今
の
う
れ
し
さ
を

書
き
な
さ
い
。

「
わ
た
し
は
『
自
分
で
書
い
た
』
と
、
う
そ
を
つ
い
た
と
き
、
高
久
君
に
す
ま
な
い
と
思
っ
て
い
た
。

だ
か
ら
、
き
っ
と
高
久
君
も
ゆ
る
し
て
く
れ
る
よ
ね
。」

（
星
野
富
弘
「
か
ぎ
り
な
く
や
さ
し
い
花
々
」
に
よ
る
。）



４

山
口
さ
ん
は
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
「
み
り
ょ
く
発
見
！

く
ま
も
と
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
熊
本
の
す
ば
ら
し
さ
に
つ
い
て
調
べ
る
学
習
に
取
り
組

く
ま
も
と

ん
で
い
ま
す
。
熊
本
城
に
つ
い
て
の
資
料
を
集
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
見
つ
け
ま
し
た
。
よ
く
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（

一
～
三
は
段
落
番
号
を
示
し
て
い
ま
す
。）

二

熊
本
城
の
復
元

一
の
段
落
か
ら
、
熊
本
城
を
紹
介
す
る
短
い
文
を
、

を
参
考
に
「

し
ょ
う

(1)

(例)

熊
本
城
」
の
形
で
書
き
な
さ
い
。

資
料
に
基
づ
く
調
査

熊
本
市
の
中
心
部
に
、
で
ん
と
構
え
て
い
る

熊
本
城

(例)

残
さ
れ
た
多
く
の
資
料

↓

山
口
さ
ん
は
、
こ
れ
か
ら
の
学
習
に
使
う
資
料
の
一
つ
と
し
て
、
二
の
段
落
を
上

(2)

専
門
家
に
よ
る
徹
底
調
査

の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。（

ア

）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
文
章
中
の

・
材
料
、
工
法
、
道
具
類
な
ど

語
句
を
使
っ
て
書
き
な
さ
い
。

復
元

山
口
さ
ん
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん

(3)

①

材
料

で
、
「
熊
本
城
復
元
整
備
と
そ
れ
に

・
熊
本
県
産
の
材
木
、
瓦

か
け
る
職
人
た
ち
の
思
い
」
と
い
う

題
名
で
感
想
を
書
こ
う
と
考
え
て
い

②

工
法

ま
す
。

・
屋
根
瓦
を
と
め
る
漆
喰

あ
な
た
も
こ
の
題
名
で
「
ふ
る
さ

・
一
年
か
け
て
つ
く
る
壁
土

と
」
や
「
仕
事
」
に
対
す
る
自
分
の

思
い
や
考
え
を
入
れ
て
、
こ
の
文
章

③

道
具

に
対
す
る
感
想
や
意
見
を
書
き
な
さ

・
柱
を
削
る
手
斧

い
。

一

熊
本
の
シ
ン
ボ
ル
、
そ
れ
は
熊
本
城
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
他
県
の

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
マ
ツ
三
百
本
が
使
わ
れ
た
。

人
は
、
熊
本
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
熊
本
城
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
も

ま
た
、
九
州
の
城
は
、
台
風
に
備
え
て
屋
根

瓦

を
白
漆
喰
で
と
め

や

ね

が
わ
ら

＊
し
っ
く
い

多
い
。
確
か
に
熊
本
城
は
熊
本
市
の
中
心
部
に
緑
の

楠

の
大
木
を
従

る
の
が
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
熊
本
城
も
同
様
で
あ
る
。
熊
本
城
の

く
す
の
き

え
て
、
で
ん
と
構
え
て
お
り
、
森
の
都
「
熊
本
」
の
代
表
的
な
建
築
物

場
合
は
さ
ら
に
復
元
後
の
手
入
れ
を
考
え
て
、
瓦
も
熊
本
産
の
も
の
を

と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
熊
本
城
は
、
加
藤
清
正
が
、
一
六
〇

使
っ
た
。
ま
た
、
壁
土
づ
く
り
に
は
、
一
年
を
か
け
た
。
土
と
わ
ら
を

か

と
う
き
よ
ま
さ

か
べ
つ
ち

七
年
に
完
成
さ
せ
た
も
の
だ
。
城
内
に
入
る
と
真
っ
先
に
目
に
つ
く
の

混
ぜ
て
ね
か
せ
る
作
業
を
く
り
返
し
、
じ
っ
く
り
発
酵
さ
せ
る
と
、
ね

は
っ
こ
う

が
大
楠
と
石
垣
で
あ
る
。
楠
は
熊
本
の
県
木
で
も
あ
り
、
石
垣
は
独
特

ば
り
の
あ
る
、
か
た
く
て
じ
ょ
う
ぶ
な
壁
土
が
で
き
上
が
る
。
そ
れ
を
、

い
し
が
き

の
曲
線
を
描
く
「
武
者
返
し
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
石
垣

竹
で
編
ん
だ
下
地
に
塗
り
こ
ん
で
、
よ
う
や
く
土
塗
り
壁
が
完
成
す
る

え
が

む

し
ゃ

し

た

じ

ぬ

ぬ

は
、
上
部
に
な
る
に
つ
れ
て
反
り
返
し
、
容
易
に
は
登
れ
な
い
よ
う
な

の
だ
。さ
ら
に
、道
具
類
も
伝
統
の
も
の
を
使
い
、柱
は
、一
本
ず
つ
手
斧

そ

＊
ち
ょ
う
な

つ
く
り
と
な
っ
て
い
る
。

を
か
け
て
削
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
材
料
や
工
法
な
ど
細
か
い
所
に
こ

け
ず

西
南
の
役
で
一
部
を
焼
失
す
る
以
前
の
熊
本
城
は
、
今
よ
り
さ
ら
に

だ
わ
っ
て
は
じ
め
て
、
当
時
の
姿
に
近
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た

せ
い
な
ん

え
き

雄
大
な
城
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
の
姿
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
第
一
歩
と

の
で
あ
る
。

ゆ
うし

て
、
築
城
四
百
年
に
あ
た
る
平
成
十
九
年
を
め
ざ
し
、
復
元
が
進
め

三

歴
史
的
な
建
築
物
の
復
元
整
備
に
は
、
材
料
の
性
質
ま
で
知
り
つ
く

ら
れ
て
き
た
。

し
た
職
人
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
大
工
や
左
官
も
地
元
で
集
め
、

＊

二

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
熊
本
城
の
復
元
は
進
め
ら
れ
て
き
た
の

将
来
の
解
体
修
理
に
備
え
て
、
若
い
職
人
の
育
成
と
技
術
の
伝
承
も
行

だ
ろ
う
か
。

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
城
を
復
元
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
城
造
り
の

熊
本
城
に
は
、
絵
地
図
な
ど
多
く
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

技
術
を
伝
え
て
い
く
こ
と
で
、
文
化
の
継

承

を
図
っ
て
い
る
の
だ
。

＊
け
い
し
ょ
う

た
め
、
資
料
に
基
づ
い
て
、
で
き
る
だ
け
当
時
に
近
い
姿
で
復
元
す
る

職
人
た
ち
は
、そ
の
よ
う
な
自
分
た
ち
の
仕
事
を
誇
り
に
思
っ
て
い
る
。

こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
材
料
、
工
法
、
道
具
類
に
い
た

そ
し
て
、
ふ
る
さ
と
「
熊
本
」
へ
の
熱
い
思
い
を
持
っ
て
こ
の
仕
事
に

る
ま
で
、
専
門
家
に
よ
る
調
査
が
徹
底
的
に
行
わ
れ
、
平
成
十
年
に
復

取
り
組
ん
で
い
る
の
だ
。

て
っ
て
い

元
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

＊
漆
喰
・
・
・
石
灰
に
、
粘
土
な
ど
を
混
ぜ
て
練
っ
た
も
の
。

ね

ん

ど

ま

ね

し
か
し
、
城
の
復
元
の
中
で
も
こ
れ
ほ
ど
大
が
か
り
な
本
丸
御
殿
の

＊
手
斧
・
・
・
て
お
の
。
大
工
道
具
の
一
種
。
材
木
を
粗
く
削
る
の
に

ご

て
ん

あ
ら

け
ず

復
元
は
、
わ
が
国
で
も
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
復
元
に
あ
た

使
う
鍬
形
の
も
の
。

く
わ

っ
て
は
大
量
の
大
木
が
必
要
で
あ
っ
た
。
使
用
さ
れ
た
ケ
ヤ
キ
の
三
割

＊
左
官
・
・
・
壁
を
塗
る
職
人
。

は
県
産
材
を
使
い
、
マ
ツ
は
県
南
部
の
市
房
山
で
見
つ
け
ら
れ
た
直
径

＊
継
承
・
・
・
う
け
つ
ぐ
こ
と
。

い
ち
ふ
さ
や
ま

（ ア ）たいという思い



５

田
中
さ
ん
の
学
級
に
は
、
朝
食
を
と
ら
ず
に
登
校
し
て
い
る
人
が
、
何
人
か
い
る
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
、
田
中
さ
ん
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
学
級
の
意
見
発
表
会
で
「
朝
食
の
大
切
さ
」
に
つ
い
て
、
発
表
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
最
初
に

学
校
栄
養
職
員
の
先
生
の
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。
次
の
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
資
料
は
そ
の
と
き
に
先
生
が
示
さ
れ
た
あ
る
町
の
中
学
生
の
調
査
結
果
で
す
。
よ
く

読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

学
校
栄
養
職
員
の
先
生
か
ら

朝
か
ら
体
が
だ
る
か
っ
た
り
、
頭
が
ぼ
ん
や
り
し
て
授
業
に
集
中
で

き
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
ん
な
と
き
は
、
朝
食
を
食
べ
な
か

っ
た
と
き
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

朝
食
を
食
べ
な
い
と
、
体
が
活
動
を
始
め
て
も
、
体
温
が
十
分
に
上

が
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
脳
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
い
か
な
い
の
で
す
。

脳
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
の
は
、
血
液
中
の
糖
分
だ
け
で
、
そ
れ
は
、

と
う
ぶ
ん

食
事
を
と
る
こ
と
で
し
か
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
朝

食
を
食
べ
な
い
と
、
頭
が
十
分
働
か
な
い
の
で
す
。

つ
ま
り
、
朝
食
を
抜
く
と
、
前
の
日
の
夜
か
ら
昼
ま
で
の
十
六
時
間

ぬ

く
ら
い
、
脳
に
必
要
な
糖
分
が
い
き
わ
た
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、

①
頭
が
ぼ
ん
や
り
し
て
、
ス
ッ
キ
リ
し
な
い
。

②
立
ち
く
ら
み
が
お
き
る
。

③
甘
い
も
の
が
ほ
し
く
な
る
。

あ
ま

④
い
つ
も
体
が
だ
る
い
。

な
ど
の
症

状
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
ょ
う
じ
ょ
う

小
・
中
学
生
を
対
象
と
し
た
調
査
に
よ
る
と
、
朝
食
を
き
ち
ん
と
食

べ
て
い
る
子
ど
も
ほ
ど
、
活
動
意
欲
が
高
く
、
体
調
も
よ
い
と
い
う
結

果
が
出
て
い
ま
す
。
上
の
グ
ラ
フ
は
調
査
結
果
の
一
部
で
す
。

Ａ

の
帯
グ
ラ
フ
の
「
（

ア

）
」
欄
に
適
当
な
語
句
を
書
き
、
グ
ラ

ら
ん

(1)
フ
の
見
出
し
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

あ
な
た
も
、
ゆ
う
子
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
の
一
人
と
し
て
意
見
発
表
会

(2)
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
朝
食
の
大
切
さ
に
つ
い
て
、
意
見

文
を
書
き
な
さ
い
。

①

意
見
文
を
書
く
た
め
に
使
い
た
い
グ
ラ
フ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

い
く
つ
使
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

②

資
料
を
参
考
に
し
て
、
意
見
文
の
題
名
を
工
夫
し
て
つ
け
な
さ
い
。

③

あ
な
た
が
選
ん
だ
グ
ラ
フ
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
を
も
と
に
あ
な
た

の
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
入
れ
て
、
朝
食
の
大
切
さ
に
つ
い
て
百
五
十

字
程
度
で
意
見
文
を
書
き
な
さ
い
。

ＡＢＣ

ほとんど毎日食べる

(82.6%)

時々食べない

(14.8%)

ほとんど食べない

(2.6%)

Q 朝食を毎日食べますか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど毎日食べる

時々食べない

ほとんど食べない

(89%)

(75%)

(69%)

(11%)

(25%)

(31%)

朝食をほとんど毎日食べる子どもに

「（ ア ）」と思う者が多い

毎日が楽しい あまり楽しくない・楽しくない

ゆっくりした

(37.7%)

時々あわてて食べる

(52.1%)

いつもあわてて

(10.2%)

Q 朝食をゆっくりした気分で

食べますか

食べる

気分で食べる

バランスよく

(14.6%)

時々バランスよく食べる

(56.0%)

かたよって

(29.4%)

Q 朝食をバランスよく食べますか

いる

食べる

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ゆっくりした気分で食べる

時々あわてて食べる

いつもあわてて食べる

(79%)

(67%)

(47%)

(20%)

(32%)

(48%)

(1%)

(1%)

(5%)

ゆっくりした気分で朝食を食べる子どもに

「朝食はおいしい」と思う者が多い

いつもおいしい 時々おいしくない いつもおいしくない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

バランスよく食べる

時々バランスよくたべる

かたよっている

(78%)

(65%)

(53%)

(21%)

(34%)

(42%)

(1%)

(1%)

(5%)

朝食をバランスよく食べる子どもに

「朝食はおいしい」と思う者が多い

いつもおいしい 時々おいしくない いつもおいしくない


