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（
２
０
２
2
年
1
月
25
日 

 

読
売
新
聞
大
阪
夕
刊
よ
り
）

 

「
早
く
帰
り
た
く
て
、
信
号
が

赤
の
ま
ま
横
断
し
て
し
ま
っ
た
」

　

歩
行
者
と
し
て
事
故
の
刑け

い

事じ

責
任
を
問
わ
れ
た
50
歳さ

い

代
の
男

は
、
こ
う
話
し
た
と
い
う
。

　

事
故
は
２
０
２
１
年
７
月
の

夜
に
高
知
市
内
の
国
道
で
発

生
。
男
は
買
い
物
帰
り
に
子
ど

も
を
抱だ

っ
こ
し
て
赤
信
号
の
横

3 	　　　　にあてはまる説明として、最も適切なものを選び、番号を書きましょう。

1 	高知市内の事故の原因となっ
たのは、どのような違反行為で
すか。４字で抜

ぬ

き出しましょう。

2 	傍
ぼ う

線
せ ん

部「警
け い

鐘
しょう

を鳴らす」とは、「物事が悪
い状

じょう

況
きょう

に向かっていることを指摘して、注
意をうながす」という意味で使われる表現
です。どのような状況を指摘して、誰に対
して注意をうながしたのかをまとめました。

も
多
い
。
歩
行
者
が
事
故
の
主

な
原
因
で
あ
る
「
第
一
当
事
者
」

と
な
っ
た
死
亡
事
故
は
20
年
に

１
５
４
件
で
、
過
去
５
年
間
で

最
多
だ
っ
た
。
20
年
に
事
故
で

死
亡
し
た
歩
行
者
１
０
０
２
人

の
う
ち
、
約
６
割
に
違
反
が
あ

り
、
自
ら
の
行こ

う

為い

が
事
故
の
原

因
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

交
通
事
故
に
詳く

わ

し
い
実
践
女

子
大
の
松
浦
常
夫
教
授
は
「
厳げ

ん

罰ば
つ

化か

な
ど
で
ド
ラ
イ
バ
ー
向
け

の
施し

策さ
く

は
強
化
さ
れ
て
車
の
事

故
は
減
っ
た
が
、
歩
行
者
の
対

策
は
後
回
し
に
な
っ
て
き
た
。

『
車
が
加
害
者
、
歩
行
者
は
被ひ

害が
い

者し
ゃ

』
と
の
意
識
が
根
強
く
あ

る
こ
と
が
、
悪
質
な
行
為
に
つ

な
が
っ
て
い
る
」
と
指し

摘て
き

す
る
。

①	死亡事故の総数が増加傾
け い

向
こ う

にある上、歩行者が主な原因となる割合も増えているからだ。
②	死亡事故の総数が減っている中、歩行者が主な原因となる割合が増加傾向にあるからだ。
③	死亡事故のうち、歩行者が主な事故原因となった割合が運転者の割合を上回ったからだ。
④	死亡事故のうち、運転手や同乗者が死亡した件数が、歩行者の死者数を上回ったからだ。

信号無視・斜
な な

め横断で事故誘
ゆ う

発
は つ

（　　A　　）状況について、歩行者も加害者になりうるとい
う危険性を示し、（　　B　　）に向けて注意をうながした。

◇	Ａにあてはまることを、記事中から２８字で抜き出しましょう。

◇	Bに最も適切なものを選び、番号を書きましょう。

①	５０歳代の男　②	バイクの運転者　③	社会全体　④	交通事故を担当する警察官

違い

反は
ん

歩
行
者 

加
害
者
に

　

歩
行
者
が
、
交
通
事
故
の
加
害
者

と
し
て
罪
に
問
わ
れ
る
事
例
が
相
次

い
で
い
る
。
ル
ー
ル
を
無
視
し
た
歩

行
者
が
引
き
起
こ
す
重
大
事
故
が
多

発
し
て
い
る
か
ら
だ
。

断
歩
道
を
渡わ

た

り
、
バ
イ
ク
と
接せ

っ

触
し
ょ
く
し
た
。
バ
イ
ク
は
転て

ん

倒と
う

し
、

運
転
者
は
左
手
の
骨
を
折
る
重

傷
を
負
っ
た
。
男
に
け
が
は
な

か
っ
た
。

　

高
知
県
警
は
歩
行
者
の
過
失

が
重
大
と
し
て
摘て

き

発は
つ

に
踏ふ

み
切

っ
た
。
担
当
し
た
警
察
官
は

「
歩
行
者
も
加
害
者
に
な
り
う

る
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
こ
と
が
で

き
た
」
と
語
る
。

　

静
岡
市
で
も
、
信
号
無
視
を

し
た
歩
行
者
と
衝

し
ょ
う

突と
つ

し
た
バ
イ

ク
の
運
転
者
が
死
亡
し
、
歩
行

者
が
摘
発
さ
れ
た
。
道
路
交
通

法
で
は
歩
行
者
の
信
号
無
視
や

斜
め
横
断
な
ど
に
対
し
、
２
万

円
以
下
の
罰ば

っ

金き
ん

な
ど
の
罰ば

っ

則そ
く

を

規
定
し
て
い
る
が
、
警
察
は
近

年
、
相
手
を
死
傷
さ
せ
る
な
ど

し
た
事
故
で
は
よ
り
罰
則
が
重

い
重
過
失
致ち

死し

罪
な
ど
を
積
極

的
に
適
用
し
て
い
る
。

　

警
察
が
追つ

い

及
き
ゅ
う

姿
勢
を
強
め
る

の
は
、

　

。

　

警
察
庁
に
よ
る
と
、
交
通
事

故
全
体
の
死
者
は
30
年
以
上
、

「
乗
車
中
」
が
最
多
だ
っ
た
が
、

08
年
以
降
は
「
歩
行
中
」
が
最



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「赤信号の横断歩道

を渡り、バイクと接触し

た」とあります。このこと

を表す４字の言葉を

探しましょう。 

  ＜解答編＞ 

 

 

 

 

 

 

信 号 無 視         

 

 

 

 

 

グラフをみると、死亡事故の総数が減っているのに、歩行者が原因の事故がほとんど減っていません。 

このことから全体に占める歩行者が原因の事故の割合は「増えている」と言えます。 

ルールを無視した歩行者が引き  

 

 

 

 ②  

 

 

 

 

A:字数ぴったりの場所がなかな

か見つからず苦労した人はいま

せんか。新聞は、最初のリード

文に記事の内容を分かりやすく

まとめた「要約」が書いてあること

が多いです。 

起こす重大事故が多発している  

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

B：記事の内容に「自分も気をつけよう」と思った人もいるのではないでし

ょうか。高知県警の摘発は社会全体に注意をうながすことができます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

読んでみよう！ 

◆ミー太郎のおすすめ記事 

 

 

 

 

 

 

（２０２０年９月１８日 

読売新聞夕刊より） 

興味深い自由研究ですね。 

事故を減らすには、一人ひとりの心がけが大切です。 


