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一
、

【
解　

答
】

問
一　

①　

オ　
　

②　

エ　
　

③　

ア　
　

④　

イ　
　

⑤　

カ

問
二　

①　

ラ
イ
バ
ル　
　
　
　

②　

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

　
　
　

③　

イ
メ
ー
ジ　
　
　
　

④　

エ
ネ
ル
ギ
ー

　
　
　

⑤　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

問
三　

①　

オ　
　

②　

ク　
　

③　

ア　
　

④　

カ　
　

⑤　

イ

問
四　

①　

キ　
　

②　

イ　
　

③　

ウ　
　

④　

カ　
　

⑤　

エ

【
解　

説
】

問
一　

品
詞
の
識
別
の
問
題
。

　
　
　

①
「
五
人
」
と
「
海
」
は
名
詞
。
名
詞
は
物
事
の
名
前
を
表
す

語
で
、
活
用
せ
ず
（
形
が
変
わ
ら
ず
）、「
五
人
が
走
る
」「
海
が

あ
る
」
の
よ
う
に
、
主
語
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

②
「
そ
の
」
と
「
あ
ら
ゆ
る
」
は
連
体
詞
。
連
体
詞
は
「
そ
の
情

報
」「
あ
ら
ゆ
る
色
」
の
よ
う
に
体
言
（
名
詞
）
を
修し

ゅ
う
し
ょ
く飾
す
る
語
で
、

活
用
し
な
い
。
③
「
に
ぎ
や
か
だ
」「
安
全
だ
」
は
形
容
動
詞
。

形
容
動
詞
は
物
事
の
様
子
や
状
態
を
表
す
語
で
、
活
用
が
あ
り
、

基
本
の
形
が
「
だ
」
で
終
わ
る
も
の
。
④
「
な
る
」
と
「
見
学
す

る
」
は
動
詞
。
動
詞
は
行
動
や
状
態
の
変
化
を
表
す
語
で
、
活
用

し
、
基
本
の
形
が
ウ
段
で
終
わ
る
も
の
。
⑤
「
重
い
」
と
「
あ
や

し
い
」
は
形
容
詞
。
形
容
詞
は
物
事
の
様
子
や
状
態
を
表
す
語
で
、

活
用
し
、
基
本
の
形
が
「
い
」
で
終
わ
る
も
の
。

問
二　

外
来
語
の
問
題
。

　
　
　

①
「
ラ
イ
バ
ル
」
は
、
競
争
相
手
。
敵
対
す
る
者
。
②
「
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
」
は
、
科
学
技
術
。
③
「
イ
メ
ー
ジ
」
は
印
象
。
心
に

思
い
う
か
べ
る
情
景
。
④
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
は
、
あ
る
物
体
が
物

理
的
な
仕
事
を
す
る
能
力
。
ま
た
、人
間
の
気
力
や
活
力
。
⑤「
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
計
画
。
企き

画か
く

。

問
三　

慣
用
句
の
問
題
。

　
　
　

①
「
ね
こ
を
か
ぶ
る
」
は
、
本ほ

ん

性し
ょ
う

を
か
く
し
て
お
と
な
し
く
見

せ
る
と
い
う
意
味
。
②
「
馬
が
合
う
」
は
、
相
手
と
気
が
合
う
と

い
う
意
味
。
③
「
さ
ば
を
読
む
」
は
、
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
、

数
や
年ね

ん

齢れ
い

を
ご
ま
か
す
と
い
う
意
味
。
④
「
う
の
み
に
す
る
」
は
、

物
事
の
本
当
の
意
味
を
理
解
し
な
い
ま
ま
、
受
け
入
れ
る
と
い
う

意
味
。
こ
こ
で
の
「
う
」
は
鳥
の
「
鵜う

」
で
、
鵜
が
魚
を
丸
の
み

す
る
こ
と
か
ら
い
う
慣
用
句
。
⑤
「
虫
が
い
い
」
は
、
自
分
の
都

合
ば
か
り
考
え
る
と
い
う
意
味
。

問
四　

類
義
語
の
問
題
。

　
　
　

①
「
陽
気
」
は
、
に
ぎ
や
か
で
明
る
い
こ
と
。「
快
活
」
は
、

気
持
ち
や
性
質
が
明
る
い
こ
と
。
②
「
感
心
」
は
、
す
ば
ら
し
い

こ
と
を
深
く
感
じ
入
る
こ
と
。「
敬
服
」
は
、
尊
敬
の
思
い
を
持

つ
こ
と
。
③
「
処
理
」
は
、
物
事
を
こ
な
し
て
、
片
付
け
る
こ
と
。

「
始
末
」
は
、物
事
の
し
め
く
く
り
を
す
る
こ
と
。
④
「
明
細
」
は
、

数
量
・
金
額
な
ど
を
項こ

う

目も
く

に
分
け
て
書
き
出
し
た
も
の
。「
内
訳
」

は
、
金
銭
の
総
額
や
物
品
の
総
量
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
項
目

に
分
け
て
書
き
出
し
た
も
の
。
⑤
「
綿
密
」
は
、
細
か
い
と
こ
ろ

ま
で
注
意
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
。「
細
心
」
は
、
細
か
い
と

こ
ろ
ま
で
心
を
配
る
こ
と
。

二
、

【
解　

答
】

問
一　

ア

問
二　
「
私
」
で
は
な
く
母
親
だ
と
、
自
分
自
身
で
わ
か
っ
て
い
る

問
三　

エ

問
四　

エ

問
五　

イ

問
六　

母
に
、
私
の

問
七　

ウ

問
八　

ウ
・
オ
（
順
不
同
）

【
解　

説
】

問
一　
　
　

Ｘ　
　

の
直
前
の
会
話
で
、
安あ

達だ
ち

さ
ん
は
、
高
校
生
の
こ

ろ
の
母
親
と
の
関
係
を
ふ
り
か
え
っ
て
、「
シ
カ
ト
し
続
け
る
私

の
た
め
に
尽つ

く
し
て
い
る
の
が
、
ま
た
私
を
苛い
ら

立だ

た
せ
ま
し
た
」

と
話
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
過
去
の
自
分
の
態
度
に
つ
い
て
、

安
達
さ
ん
は
「
私
は
一
体
何
に
そ
ん
な
に　
　

Ｘ　
　

、
腹
を
立

て
な
き
ゃ
い
け
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
表
現
し
て
い
る
。

　
　

Ｘ　
　

に
は
、
高
校
生
の
こ
ろ
の
安
達
さ
ん
自
身
の
母
親
に

対
す
る
態
度
を
表
現
す
る
こ
と
ば
が
入
る
の
で
、「
反は

ん

抗こ
う

的て
き

な
態

度
を
と
る
」と
い
う
意
味
の「
突つ

っ
張ぱ

っ
て
」が
あ
て
は
ま
る
。よ
っ

て
正
解
は
ア
。

問
二　
　
　

線
①
の
あ
と
の
、「
す
み
ま
せ
ん
、と
謝あ
や
ま

る
相
手
は
、私
じ
ゃ

な
い
、
そ
れ
は
彼か

れ

も
わ
か
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
…
…
。」
が
、「
私
」

の
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。
安
達
さ
ん
は
、
自
分
の
母
親
に
対
す
る

過
去
の
自
分
の
行
い
を
後こ

う

悔か
い

し
て
い
る
こ
と
が
、　
　

線
①
の
前

後
の
内
容
か
ら
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
安
達
さ
ん
は

母
親
に
謝
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
「
私
」
は
考
え
て
い
る
こ
と

を
と
ら
え
、
そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
。

問
三　
「
や
る
せ
な
い
」
と
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
で
、 

　
　

線
②
の
部
分
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
感
じ
な
が
ら
も
気

を
ま
ぎ
ら
わ
せ
よ
う
と
す
る
安
達
さ
ん
の
よ
う
す
を
表
し
て
い
る
。 

　
　

線
②
の
前
で
、
安
達
さ
ん
は
、
母
親
の
リ
ン
ゴ
農
家
を
つ
ぐ

こ
と
な
く
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
っ
た
と
き
に
、「
今
時
、
リ
ン
ゴ

農
家
じ
ゃ
食
っ
て
い
け
な
い
だ
ろ
」
と
母
親
に
吐は

き
つ
け
、
母
親

が
「
命い

の
ち

綱づ
な

を
断た

ち
切
ら
れ
た
よ
う
な
」
顔
を
し
て
い
た
こ
と
を
話

し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
命
綱
を
断
ち
切
ら
れ
た
よ
う
な
」
顔

に
つ
い
て
、「
癌が

ん

を
宣
告
さ
れ
た
と
き
」
よ
り
も
「
ず
っ
と
強こ
わ

ば
っ

て
」
い
た
と
話
し
て
、「
深
く
息
を
吐
い
」
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、

過
去
に
母
親
に
ひ
ど
い
こ
と
を
し
た
こ
と
を
ふ
り
か
え
っ
て
ど
う

し
よ
う
も
な
い
と
感
じ
な
が
ら
も
、
母
親
と
の
別
れ
が
せ
ま
る
中

で
深
く
落
ち
こ
ん
で
後
悔
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
心
情
が
読
み
取

れ
る
。
よ
っ
て
正
解
は
エ
。
ア
は
「
今
に
な
っ
て
気
づ
い
て
激
し

く
動ど

う

揺よ
う

」、
イ
は
「
昔
の
自
分
を
お
も
し
ろ
く
感
じ
な
が
ら
も
」、

ウ
は「
感
謝
の
思
い
を
伝
え
て
は
げ
ま
し
た
い
」が
そ
れ
ぞ
れ
不
適
。

問
四　
　
　

線
③
の
あ
と
の
安
達
さ
ん
の
よ
う
す
に
つ
い
て
「
右
手
で

目
元
を
覆お

お

う
と
、
ね
じ
込こ

む
よ
う
に
こ
す
っ
た
」、「
安
達
さ
ん
は

赤
い
目
を
し
ば
た
た
か
せ
た
」
と
あ
り
、
笑え

み
が
消
え
た
あ
と
に
、

泣
い
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、「
切
れ
切
れ
の
言
葉
」
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で
、「
母
は
ど
う
い
う
気
持
ち
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
思

い
を
打
ち
明
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
万
年
筆
を
胸
に
挿さ

し
て

い
る
の
を
母
親
に
見
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
私
」
が
「
遅お

そ

く
な
い
」

と
は
げ
ま
し
た
こ
と
で
、
今
ま
で
無
理
を
し
て
笑
っ
て
張
り
つ
め

て
い
た
気
持
ち
が
解
け
て
、「
潮
が
引
く
よ
う
に
笑
み
が
消
え
た
」

の
だ
と
わ
か
る
。
よ
っ
て
正
解
は
エ
。

問
五　
「
胸
を
衝つ

く
」
は
、
は
っ
と
す
る
、
思
い
が
つ
の
る
と
い
う
意
味
。

こ
こ
で
は
、
泣
い
て
思
い
を
打
ち
明
け
る
安
達
さ
ん
に
対
し
て
、

「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
と
同
情
を
寄
せ
る
「
私
」
の
よ
う
す
な

ど
か
ら
、「
心
が
強
く
動
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
だ
と
わ

か
る
。
よ
っ
て
正
解
は
イ
。

問
六　

安
達
さ
ん
が
「
万
年
筆
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
」
こ
と
を
話
し

て
い
る
部
分
で
、「
母
に
、
私
の
胸
に
挿
し
て
い
る
の
を
見
せ
た

く
な
っ
た
」
の
で
、
投
げ
つ
け
た
万
年
筆
を
探
し
た
と
あ
る
。

問
七　
　
　

線
⑥
の
あ
と
で
、
安
達
さ
ん
は
、
母
親
を
不
思
議
に
感
じ

る
こ
と
に
つ
い
て
、「
私
に
は
多
分
一
生
理
解
で
き
な
い
感
情
を

持
っ
て
る
ん
で
し
ょ
う
」
と
話
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
の
最
初
で
、

安
達
さ
ん
は
、
万
年
筆
を
投
げ
つ
け
た
り
無
視
し
た
り
し
て
も
、

「
農
作
業
で
く
た
く
た
」
の
は
ず
の
母
親
が
「
尽
く
し
て
い
る
」

よ
う
す
だ
っ
た
こ
と
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
る
。
ま
た
、
母
親
は
、

投
げ
つ
け
ら
れ
傷
つ
い
た
万
年
筆
を
袱ふ

く

紗さ

に
包
ん
で
ず
っ
と
保
管

し
て
い
た
こ
と
も
話
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
安
達

さ
ん
は
、
母
親
の
思
い
の
深
さ
や
複
雑
な
感
情
に
つ
い
て
考
え
、

自
分
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
だ
と
、
圧あ

っ

倒と
う

さ
れ
た
よ
う
な
気
持

ち
に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
正
解
は
ウ
。
ア
は
「
も
ど
か
し
く
感

じ
る
」、
イ
は
「
も
う
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
い
、
あ
き
ら

め
を
感
じ
る
」、
エ
は
「
自
分
に
弱
み
を
見
せ
ず
張
り
合
お
う
と

し
て
い
た
母
親
の
気
持
ち
の
強
さ
」
が
そ
れ
ぞ
れ
不
適
。

問
八　
「
私
」
の
安
達
さ
ん
と
そ
の
母
親
へ
の
心
情
が
書
か
れ
て
い
る

部
分
を
読
み
取
る
。
ア
は
、「
安
達
さ
ん
を
尊
敬
し
、
見
習
い
た

い
と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う
心
情
は
読
み
取
れ
な
い
の
で
あ
て
は

ま
ら
な
い
。
イ
は
、「
私
」
の
「
ほ
っ
と
し
た
気
持
ち
」
は
読
み

取
れ
な
い
の
で
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
ウ
は
、「
弁
当
を
作
っ
て
く

れ
な
が
ら
…
…
安
達
さ
ん
の
言
葉
に
深
く
頷う

な
ず

い
た
」
と
あ
る
の
で

あ
て
は
ま
る
。
エ
は
、安
達
さ
ん
の
抱
え
て
い
る
苦
し
み
を
、「
私
」

に
「
分
か
ち
合
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
心
情
は
読
み
取
れ
な
い
の

で
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
オ
は
、
最
後
の
部
分
で
、
安
達
さ
ん
か
母

親
が
、
万
年
筆
の
傷
を
消
そ
う
と
し
た
跡あ

と

が
あ
る
の
を
見
て
、「
消

そ
う
と
し
た
の
は
、
万
年
筆
の
傷
だ
け
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
」
と
、

安
達
さ
ん
と
母
親
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
、
心
の
傷
を
い
や
そ
う

と
す
る
思
い
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
の
で
、
あ
て
は
ま
る
。
よ
っ

て
正
解
は
ウ
・
オ
。

三
、

【
解　

答
】

問
一　
ａ　

段
階　
　

ｂ　

牧
師　
　
ｃ　

が
ん
ら
い

　
　
　

ｄ　

便　
　
　
ｅ　

劇

問
二　

Ａ　

ウ　
　

Ｂ　

イ

問
三　

人
間
は
聴
覚

問
四　

文
字

問
五　

軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た

問
六　

耳
が
絶
え
ず
開
い
て
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
音
を
聞
き

取
っ
て
い
る
こ
と
。

問
七　

イ
・
オ
（
順
不
同
）

問
八　

一
回
し
か

問
九　

１　

イ　
　

２　

ウ

【
解　

説
】

問
一　
ａ
「
段
階
」
は
、
状
態
が
進
む
過
程
の
区
切
り
。
ｂ
「
牧
師
」

は
キ
リ
ス
ト
教
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
聖
職
者
。
ｃ「
元
来
」

は
も
と
も
と
、と
い
う
意
味
。
ｄ
「
便
」
の
音
読
み
は
「
ベ
ン
」「
ビ

ン
」。「
便
」
を
使
っ
た
熟
語
に
は
、「
便べ

ん

利り

」「
便び
ん

乗じ
ょ
う

」
な
ど
が
あ

る
。
ｅ
「
劇
」
的
は
、
劇
を
見
て
い
る
と
き
の
よ
う
に
緊き

ん

張ち
ょ
う

や
感

動
を
感
じ
る
よ
う
す
。

問
二　

空く
う

欄ら
ん

の
前
後
の
つ
な
が
り
を
確か
く

認に
ん

す
る
。
Ａ
の
前
の
「
い
ま
の

教
育
は
視
覚
的
な
能
力
で
学
力
を
考
え
て
い
る
」
こ
と
が
、
Ａ
の

あ
と
の
、「
聴ち

ょ
う

覚か
く

の
優す
ぐ

れ
て
い
る
人
た
ち
は
い
ま
の
学
校
教
育
で
、

た
い
へ
ん
損
を
し
て
い
る
」
こ
と
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ

て
、Ａ
に
は
順
接
の
「
し
た
が
っ
て
」
が
入
る
。
Ｂ
の
前
に
は
「
勉

強
も
耳
学
問
は
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
と
書
か
れ
、

Ｂ
の
あ
と
に
は
「
耳
学
問
は
非
常
に
大
事
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て

お
り
、
前
後
で
対
照
的
な
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
Ｂ

に
は
逆
接
の
「
し
か
し
」
が
入
る
。

問
三　
「
母
親
の
お
腹な

か

に
い
る
と
き
か
ら
耳
は
ち
ゃ
ん
と
聞
こ
え
て
い

る
」
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
の
証し

ょ
う

拠こ

な
の
か
を
、　
　

線
①

の
前
の
部
分
か
ら
読
み
取
る
。　
　

線
①
の
前
の
段
落
に
、「
人

間
は
聴
覚
の
能
力
が
先
行
す
る
」
と
い
う
考
え
が
書
か
れ
て
お
り
、

生
ま
れ
る
前
か
ら
耳
が
聞
こ
え
る
こ
と
が
、
聴
覚
の
能
力
が
先
行

す
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
筆
者
は
述
べ
て
い
る
。

問
四　
　
　

Ｘ　
　

に
は
、「
視
覚
を
大
事
」
に
す
る
こ
と
と
結
び
つ
き
、

「
話
し
こ
と
ば
」
と
は
対
照
的
な
も
の
が
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
文

章
で
は
、
視
覚
と
書
き
こ
と
ば
、
つ
ま
り
文
字
が
結
び
つ
け
ら
れ
、

聴
覚
が
話
し
こ
と
ば
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
文
字
」

を
ぬ
き
出
す
。

問
五　
　
　

線
②
は
、
子
ど
も
を
教
会
に
連
れ
て
い
っ
て
牧
師
の
話
を

聞
か
せ
る
欧お

う

米べ
い

の
習
慣
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
が
、
日
本
に
は
な

い
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、　
　

線
②

よ
り
前
の
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
、
視
覚
的
な
能
力
が
重
視
さ

れ
て
、
聴
覚
的
な
能
力
が
軽か

ろ

ん
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
具
体
例
で

あ
る
。　
　

線
②
の
ひ
と
つ
前
の
段
落
に
「
こ
れ
ま
で
軽
ん
じ
ら

れ
て
き
た
耳
の
力
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
指
定

字
数
を
ぬ
き
出
す
。



令
和
六
年
度
　
中
学
校
プ
レ
テ
ス
ト
　
解
答
解
説

国
　
　
　
　
語

問
六　
　
　

線
③
の
あ
と
で
、
聴
覚
の
特と
く

徴ち
ょ
う

と
し
て
「
耳
は
あ
ら
ゆ
る

方
向
に
向
け
て
広
が
っ
て
い
る
。
耳
の
ほ
う
が
知
覚
の
能
力
と
し

て
は
範は

ん

囲い

が
大
き
い
」、「
耳
は
前
も
後
ろ
も
横
で
も
音
を
聞
き
と

る
こ
と
が
で
き
る
。
目
と
違ち

が

っ
て
瞬ま
ば
た

き
も
せ
ず
、
絶
え
ず
開
い
て

い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
（
前
、

後
ろ
、
横
）
の
広
い
範
囲
か
ら
聞
き
と
る
こ
と
、
絶
え
ず
開
い
た

状
態
で
聞
き
と
っ
て
い
る
こ
と
の
二
つ
の
特
徴
を
と
ら
え
て
ま
と

め
る
。

問
七　

筆
者
は
、
視
覚
に
よ
る
読
み
書
き
よ
り
も
聴
覚
に
よ
る
話
す
こ

と
や
聞
く
こ
と
の
方
が
価
値
が
高
い
と
考
え
て
い
る
の
で
、　
　

線
④
の
「
人
間
の
能
力
は
読
み
書
き
だ
け
で
は
計
れ
な
い
」
は
、

人
間
の
能
力
を
話
す
こ
と
や
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
判
断
す
る
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
、
聴
覚
に
よ

る
人
間
の
能
力
の
判
断
に
関
し
て
、　
　

線
④
の
あ
る
段
落
と
、

そ
の
前
の
三
つ
の
段
落
に
注
目
し
、
筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
を
具

体
的
に
と
ら
え
る
。
ア
は
「
抽ち

ゅ
う

象し
ょ
う

的て
き

な
こ
と
を
表
現
す
る
力
」
は

視
覚
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
な
の
で
、
不
適
。
イ
は
、「
話
を

し
て
い
る
こ
と
ば
の
ほ
う
が
、書
い
た
こ
と
ば
よ
り
も
自
然
」、「
話

し
た
こ
と
ば
、
聞
い
た
こ
と
ば
で
交か

わ
さ
れ
る
の
が
本
当
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
読
み
書
き
だ
け
を
重

視
し
て
本
だ
け
を
読
む
よ
う
な
状
態
で
い
る
と
、
そ
う
い
っ
た
自

然
に
話
す
力
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
お
と
ろ
え
て
、

「
歳と

し

を
と
る
と
人
間
味
が
乏と
ぼ

し
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と

な
の
で
適
し
て
い
る
。
ウ
は
「
読
み
書
き
の
あ
と
に
話
す
こ
と
や

聞
く
こ
と
に
進
む
と
い
う
順
で
訓
練
」
す
る
べ
き
と
い
う
内
容
は

不
適
。
エ
は
「
他
人
か
ら
訓
練
さ
れ
る
」
こ
と
を
、
読
み
書
き
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
育
た
な
い
こ
と
の
理
由
に
し
て
い

る
点
が
不
適
。
オ
は
「
話
す
こ
と
ば
を
使
っ
て
生
き
て
い
る
」
人

ほ
ど
、「
人
間
の
幅は

ば

を
広
く
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い

う
内
容
に
適
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
正
解
は
イ
・
オ
。

問
八　
　
　

Ｙ　
　

の
あ
る
段
落
の
前
の
段
落
で
、
よ
く
聞
く
し
つ
け

と
し
て
「
先
生
は
一
回
し
か
言
い
ま
せ
ん
、
繰く

り
返
し
ま
せ
ん
、

よ
く
聞
い
て
い
な
さ
い
」
と
指
示
す
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
一
回
し
か
言
わ
な
い
こ
と
で
、
児
童
に
集
中
し
て
し
っ

か
り
聞
く
よ
う
に
さ
せ
る
も
の
で
、
こ
う
す
る
こ
と
で
「
先
生
は

大
事
な
こ
と
で
も
一
回
し
か
言
わ
な
い
」
と
子
ど
も
が
理
解
し
て
、

注
意
し
て
聞
く
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

問
九　

１　

Ｂ
さ
ん
は
、「
日
本
人
の
こ
と
ば
や
文
化
が
視
覚
ば
か
り

を
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
」
の
影え

い

響き
ょ
う

を
話
し
て
い
る
。
最
後
の
段

落
に
「
日
本
人
は
耳
を
軽
ん
じ
、
目
を
重
ん
じ
す
ぎ
る
」
こ
と
が
、

「
日
本
人
の
い
ろ
い
ろ
な
欠
点
」
の
原
因
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
正
解
は
イ
。

　
　
　

２　

ア
は
、
第
九
段
落
に
「
他
人
と
の
対
話
、
会
議
、
授
業
、

講
演
会
な
ど
―
―
聞
く
力
の
重
要
性
に
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

生
活
で
も
仕
事
で
も
聞
く
力
、
聴
覚
理
解
力
が
も
の
を
い
う
よ
う

に
な
る
」
と
あ
る
の
で
、
本
文
の
内
容
に
合
う
。
イ
は
、「
視
覚

的
に
片
寄
っ
て
い
る
」
こ
と
を
指し

摘て
き

し
、
児
童
が
話
を
よ
く
聞
か

ず
忘
れ
物
が
多
く
な
る
場
合
に
、
先
生
が
黒
板
や
お
便
り
に
書
く

よ
う
に
す
る
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
こ
う
い

う
と
き
は
、
面め

ん

倒ど
う

で
も
、
や
っ
か
い
が
ら
ず
に
、
よ
く
聞
く
し
つ

け
を
す
る
よ
う
に
し
た
い
」
と
批
判
し
て
い
る
の
で
、
本
文
の
内

容
に
合
う
。
ウ
は
、
第
二
段
落
の
「
幼
児
期
に
は
聴
覚
型
で
な
け

れ
ば
も
の
ご
と
は
覚
え
ら
れ
な
い
。
視
覚
型
の
子
ど
も
が
い
る
に

し
て
も
、
そ
の
力
を
発
揮
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
い
う
内
容
に

合
っ
て
い
な
い
。
エ
は
、「
聴
覚
的
な
も
の
を
基
本
に
し
た
こ
と

ば
の
上
に
、
視
覚
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
文

字
が
あ
る
」、「
わ
れ
わ
れ
は
な
ん
と
な
く
こ
と
ば
と
い
う
も
の
は

文
章
が
中
心
で
、
話
よ
り
書
い
た
も
の
が
価
値
が
高
い
と
考
え
て

い
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
部
分
と
「
耳
を
よ
く
す
れ
ば
、

人
間
の
新
し
い
知
性
が
生
ま
れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う

部
分
が
あ
る
の
で
、
本
文
の
内
容
に
合
う
。
よ
っ
て
正
解
は
ウ
。



令和６年度　中学校プレテスト　解答解説

算　　　　数
　　
【解　答】

⑴　1041　　　⑵　　 　　　⑶　　 　　　⑷　2.88　　　⑸　3.04　　

【解　説】

⑴　490＋57×（81－23）÷6＝490＋57×58÷6＝490＋　　　 ＝490＋19×29＝490＋551＝1041

⑵　（　×1.5＋4.5）÷21＝（　×　＋4.5）÷21＝（　＋　）÷21＝　　  ×　 ＝　 ×　 ＝　 

⑶　　 ×　 ＋　×　 ＝（　 ＋　）×　 ＝　　  ×　 ＝　 ×　 ＝　 

⑷　　　  ÷0.3＋5.4＝9÷0.6＝15　　　  ÷0.3＝15－5.4＝9.6　　　  ＝9.6×0.3＝2.88　　
⑸　8dL＋2.4L－160mL＝0.8L＋2.4L－0.16L＝3.04L

　　
【解　答】

⑴　3　　　⑵　分速 75 m　　　⑶　315 cm2　　　⑷　99 枚　　　⑸　195 ページ　　　⑹　24 分
【解　説】

⑴　3 を 1 個かけるごとに一の位の数は，3，9，7，1，3，9，7，1，…と 3，9，7，1 をくり返す。  
よって，3 を 33 個かけた積の一の位の数は，33÷4＝8 あまり 1 より，3 である。

⑵　3 km＝3000 m だから，行きにかかった時間は，3000÷100＝30（分）で，帰りにかかった時間は，3000÷60＝50（分）である。往復にかかっ
た時間は，30＋50＝80（分）だから，往復の平均の速さは，3000×2÷80＝75（m）より，分速 75 m である。

⑶　たての長さを 1 とすると，横の長さは 1.4 で，まわりの長さは，1×2＋1.4×2＝4.8 である。まわりの長さは 72 cm だから，  
72÷4.8＝15 より，たての長さは 15 cm，横の長さは，15×1.4＝21（cm）である。よって，長方形の面積は，15×21＝315（cm2）である。

⑷　9 枚ずつ配るときに足りない色紙の枚数は，9×2＝18（枚）である。色紙を配る人数は変わらないので，7 枚ずつ配るときと 9 枚ずつ配
るときの配る枚数の差，9－7＝2（枚）が人数分集まると，8＋18＝26（枚）になる。よって，色紙を配る人数は，26÷2＝13（人）である。  
したがって，色紙の枚数は，7×13＋8＝99（枚）である。

⑸ 　全体のページ数を 1 とすると，1－　－　＝　 が，9＋17＝26（ページ）にあたるから，この本の全部のページ数は，

　26÷　 ＝195（ページ）である。

⑹　満水の量を 1 とすると，A 管では 1 分間に　 の水を入れることができ，B 管では 1 分間に　 の水を入れることができる。

　B 管で 52 分水そうに水を入れるとすると，水そうに入る水の量は，　 ×52＝　 だから，（1－　 ）÷（　 －　 ）＝24 より，  
A 管で水を入れた時間は 24 分である。

　　
【解　答】

⑴　5 個　　　⑵　5 回　　　⑶　550　　　⑷　60
【解　説】

⑴　それぞれの段にならぶ整数を 2 つの整数のかけ算で表すと，1 段目にならぶ整数は，（1×1），2 段目にならぶ整数は，（2×1，2×2）， 
3 段目にならぶ整数は，（3×1，3×2，3×3），…のように，□段目には（□×1，□×2，･･･，□×□）とならぶことがわかる。1 段目から
9 段目までの 1 番目の整数は 1 から 9 の整数が順に現れるが，4＝2×2，6＝3×2，8＝4×2，9＝3×3 より，4，6，8，9 はほかの段にも
現れる。よって，1 回しか現れない 1 けたの整数は，1，2，3，5，7 の 5 個である。

⑵　36 を 2 つの整数のかけ算で表すと，1×36，2×18，3×12，4×9，6×6，9×4，12×3，18×2，36×1 となる。  
これらの式を，□段目×△番目とみると，□に入る整数は，△に入る整数と同じか，△に入る整数より大きいので，  
6×6，9×4，12×3，18×2，36×1 の 5 回現れることがわかる。

⑶　100 を 2 つの整数のかけ算で表して，その式を，□段目×△番目とみると，100 が現れるのは，10×10，20×5，25×4，50×2，100×1
の 5 回で，このうち，最初に現れるのは，10 段目の 10 番目である。  
よって，10 段目の整数の和だから，10＋20＋30＋40＋50＋60＋70＋80＋90＋100＝550 である。

⑷　整数を 2 つの整数のかけ算で表すとき，かける数とかけられる数は，その数の約数だから，6 回現れる整数は，12 個の約数をもつ整数
である。12 個の約数をもつ整数のうち，最も小さい数は，1，2，3，4，5，6 の最小公倍数になるので，60 である。
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令和６年度　中学校プレテスト　解答解説

算　　　　数
　　　
【解　答】

⑴　62.8 cm2　　　⑵　18.24 cm2　　　⑶　400.28 cm2

【解　説】
⑴　ゆかには図 1 のように，表面には図 2 と図 3 のように色をぬれる。よって，色をぬれるはんいの面積の合計は， 

　4×4×3.14×　＋4×4×3.14×　×2＝62.8（cm2）である。

⑵　展開図の一部を面 ADHE と面 ABFE が辺 AE でつ
ながる形で表し，色をぬれる面 ADHE のようすを表
すと図 4 のようになる。色をぬれるはんいの面積は，
AF を半径とする円を 8 等分したものから三角形 AEF
を除いた面積である。

　このとき，半径×半径の値は，AF を 1 辺とする正方
形の面積と等しいから，8×8÷2×4＝128 である。  
よって，色をぬれるはんいの面積は， 

　128×3.14×　－8×8÷2＝18.24（cm2）である。

⑶　色をぬれるゆかのようすは図 5 のようになるから，
色をぬれるはんいの面積は，

　10×10×3.14×　×2＋2×2×3.14×　×2＋10×8＝400.28（cm2）である。

　　
【解　答】

⑴　20 通り　　　⑵　39 通り　　　⑶　13 通り
【解　説】

⑴　A から B まで移動する時間が最も短いのは，「右」に 3 回進むときで，1.5×3＝4.5（秒）であり，最も長いのは，「右ななめ上」と「右な
なめ下」に 3 回ずつ進むときで，1×3×2＝6（秒）である。ななめだけの道を残し，A から近い方からそれぞれの点までの進み方が何通り
あるかを順番にかくと図 1 のようになる。よって，6 秒で移動する進み方は 20 通りである。

⑵　⑴と同様にして，A から C まで移動する進み方をかき，C から B まで移動する進み方をかくと図 2 のようになる。よって，A から C
を通って B へ移動する進み方は 39 通りである。

⑶　5 秒以下で移動するのは 4.5 秒か 5 秒のどちらかで，4.5 秒は「右」に 3 回進む 1 通りだけである。5 秒で移動するには，「右」に 2 回と
「右ななめ上」と「右ななめ下」に 1 回ずつで合計 4 回進む。「右ななめ上」と「右ななめ下」の 1 回ずつを順に 4 回のうち何回目にする
かを考えると，3＋3＋3＋3＝12（通り）である。よって，A から B へ 5 秒以下で移動する進み方は，全部で，1＋12＝13（通り）である。
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令和６年度　中学校プレテスト　解答解説

理　　　　科
　　
【解　答】
問１　①　運ぱん　　②　でい岩　　　問２　ウ　　　問３　ウ　　　問４　イ　　　問５　ア　
問６　右図　　　問７　イ
【解　説】
問１　流れる水によって土砂などがけずられるはたらきをしん食、土などが運ばれるはたらきを運ぱん、土砂が積もるは
たらきをたい積という。たい積したどろが長い年月の間に固まってできた岩石をでい岩という。

問２　れき、砂、どろはつぶの大きさによって分けられ、れきが最も大きく、どろが最も小さい。流れる水のはたらきに
よって積もるとき、つぶが大きいほど速くしずむので、河口に最も近いＡにはれきが、河口から最も遠いＣにはどろ
が積もる。

問３　れきや砂、どろは、流れる水のはたらきで運ぱんされる間に角がとれて丸みをおびるが、火山のはたらきによって
できる火山灰のつぶには角ばったものが多く、大きさはさまざまである。

問４　化石の中には、昔の生物が生きていた当時の環境を知る手がかりとなるものがある。サンゴはあたたかく浅い海にすむ生物なので、
砂の層ができた当時、あたたかい海の浅瀬だったと考えられる。

問５　地点Ｑでは、火山灰がたい積したあと、どろ、砂、れきの順にたい積している。どろは河口からはなれた深い海底に、れきは河口に
近い浅い海底にたい積するので、海水面はしだいに低くなったと考えられる。

問６　はなれた地点の地層のつながりを考えるときは、火山灰の層に着目する。地点Ｐでは地表から７ｍの深さのところに火山灰の層の上
の面が見られ、この面の標高が 130－7＝123（ｍ）、地点Ｑでは地表から９ｍの深さのところに火山灰の層の上の面が見られるので、こ
の面の標高は 130－9＝121（ｍ）である。地点Ｐから真南に 50 ｍ進むと地層が２ｍ下がっているので、地点Ｓで火山灰の層の上の面が
見られる標高は、121－2＝119（ｍ）と考えられる。よって、火山灰の層の上の面の地表からの深さは、125－119＝6（ｍ）となる。

問７　地点Ｒでは地表から２ｍの深さのところに火山灰の層の上の面が見られるので、この面の標高は、125－2＝123（ｍ）である。地点Ｐ
と地点Ｒでは火山灰の層の上の面の標高が同じなので、東西方向にはかたむいていない。また、問６より、南北方向では南に向かって
下がっている。

　　
【解　答】
問１　ウ　　　問２　ア　　　問３　消化　　　問４　エ　　　問５　ウ　　　問６　ア、イ　　　問７　ア、エ　　　問８　Ｒ
【解　説】
問１　だ液は体温に近い温度でよくはたらくので、約 40℃の水で実験を行う。
問２　ごはんをよくかむと、あまく感じるようになる。
問３　食べ物は口や胃、小腸などで消化され、吸収されやすい養分に変わっていく。
問４　でんぷんはだ液のはたらきによって別の物質に変化するので、Ｂの液（試験管③）のでんぷんはなくなるが、Ｄの液（試験管⑦）にはで
んぷんが残っている。ヨウ素液がでんぷんと反応することと、１つの試験管だけ色が変化したことから、試験管⑦の色が変化したこと
になる。

問５　ヨウ素液は茶色の液体で、でんぷんと反応すると、青むらさき色に変化する。
問６　でんぷんはだ液によって別の物質に変化するので、Ｂの液（試験管④）には別の物質ができているが、Ｄの液（試験管⑧）には別の物質
はできていない。２つの試験管の色が変化したことから、だ液を入れた袋のほうの試験管②と試験管④の色が変化したことになる。

問７　問４より、Ｃの液にはでんぷんがしみ出していないことからでんぷんのつぶはセロハンの穴より大きいことがわかる。また、問６より、
Ａの液にでんぷんが変化してできた別の物質がしみ出していることから別の物質のつぶはセロハンの穴より小さいことがわかる。

問８　栄養分を吸収する臓器は小腸である。Ｐはかん臓、Ｑはたんのう、Ｒは小腸、Ｓは胃、Ｔはすい臓、Ｕは大腸である。
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令和６年度　中学校プレテスト　解答解説

理　　　　科
　　
【解　答】
問１　120 ɡ　　　問２　59.5 ɡ　　　問３　1.8 ɡ　　　問４　26.7％　　　問５　ウ　　　問６　74.4 ɡ　　　問７　ア
問８　61.1 ɡ
【解　説】
問１　ものが水にとけて見えなくなっても、とけたものの重さは変わらないので、ミョウバンの水よう液の重さは、100＋20＝120（ ɡ）になる。
問２　表より、40℃の水 100 ɡ にとけるミョウバンは 23.8 ɡ である。水にとけるものの量は水の重さに比例するので、
　　23.8÷100×250＝59.5（ ɡ）になる。
問３　水にとけきれなかった物質が固体のつぶのまま残る。表より、40℃の水 50 ɡ にとける食塩は、36.4÷100×50＝18.2（ ɡ）なので、食

塩のつぶは、20－18.2＝1.8（ ɡ）残る。
問４　問３より、水にとけている食塩の重さは 18.2 ɡ、水よう液の重さは、50＋18.2＝68.2（ ɡ）である。よって、18.2÷68.2×100＝26.68…
より、26.7％になる。

問５　ろ過を行うときは、ろ紙を水でぬらしてろうとにぴったりとつけ、液はガラス棒を伝わらせて注ぎ、ろうとの先の長いほうをビーカー
の内側のかべにつけておく。

問６　表より、60℃の水 100 ɡ にとける硝酸カリウムは 106.0 ɡ、20℃の水 100 ɡ にとける硝酸カリウムは 31.6 ɡ である。60℃のときにと
かした 106.0 ɡ の硝酸カリウムが、20℃まで冷やすと 31.6 ɡ までしかとけなくなるので、106.0－31.6＝74.4（ ɡ）のつぶが出てくる。

問７　40℃のときに 20 ɡ の量をとかすことができ、20℃のときに 20 ɡ の量をとかすことができない物質を選べばよいので、表より、ミョ
ウバンになる。

問８　40℃の水 50 ɡ にとけるホウ酸は、9.0÷100×50＝4.5（ ɡ）なので、出てくるホウ酸のつぶは、10－4.5＝5.5（ ɡ）になる。40℃の水
100 ɡ にとけるホウ酸は 9.0 ɡ なので、5.5 ɡ のホウ酸をとかすのに必要な水は、100÷9.0×5.5＝61.11…より、61.1 ɡ になる。

　　
【解　答】
問１　⑴　Ａ　　⑵　ア　　⑶　100 ɡ　　⑷　ア、エ　　　問２　80 ɡ　　　問３　⑴　115 ɡ　　⑵　5cm
【解　説】
問１⑴　加えた力がはたらく点が作用点なので、Ａが作用点になる。Ｂは支点、Ｃは力点である。
⑵　作用点が支点に近づくほど小さい力で支えることができ、支点から遠ざかるほど大きな力が必要になる。
⑶　おもりの入った袋の重さは、50＋100＝150（ ɡ）なので、棒を左にかたむけるはたらきは、150×12＝1800 になる。棒を右にかたむける
はたらきも 1800 になればよいので、おもりの重さは、1800÷18＝100（ ɡ）になる。

⑷　図１は、右から力点、支点、作用点の順に並んでいるので、はさみとバールが同じになる。せんぬきは力点、作用点、支点の順、ピンセッ
トは支点、力点、作用点の順に並んでいる。

問２　50 ɡ のおもりとばねばかりは棒を左に、80 ɡ のおもりは棒を右にかたむけるはたらきをする。50 ɡ のおもりが棒を左にかたむける
はたらきは、50×16＝800 で、80 ɡ のおもりが棒を右にかたむけるはたらきは、80×（40－16）＝1920 なので、ばねばかりが棒を左に
かたむけるはたらきが、1920－800＝1120 になればよい。よって、ばねばかりの示す値は、1120÷（40－16－10）＝80（ ɡ）になる。

問３⑴　上の棒は真ん中の位置を糸でつるし、両はしに棒とおもりをつり下げている。よって、両はしにつり下げているものの重さは同じ
になる。左はしにつるした棒とおもりの重さの合計は、15＋30＋45＝90（ ɡ）なので、右はしにつり下げたおもりの重さも 90 ɡ になるが、
浮力が 25 ɡ はたらいているので、おもりの重さは、90＋25＝115（ ɡ）である。

⑵　下の棒の重さ 15 ɡ は棒の真ん中の位置にはたらく。よって、30 ɡ のおもりと棒の重さは棒を左に、45 ɡ のおもりは棒を右にかたむけ
るはたらきをする。45 ɡ のおもりが棒を右にかたむけるはたらきは、45×15＝675 で、棒の重さが棒を左にかたむけるはたらきは、

　　15×（40÷2－15）＝75 なので、30 ɡ のおもりが棒を左にかたむけるはたらきは、675－75＝600 になる。したがって、
　　40－15－（600÷30）＝5（cm）になる。
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