
 

 

― 
注 

 
意 

― 

１ 

「
は
じ
め
」
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
用
紙
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

２ 

問
題
は
全
部
で
２
つ
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
開
く
と
問
題
１(

全
５
ペ
ー
ジ)

に
な
り
ま
す
。
問
題
２(

全
４
ペ
ー
ジ)

は
反
対
面
か
ら

始
ま
り
ま
す
。 

３ 

問
題
を
よ
く
読
ん
で
、
答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
ら
ん
に
、
わ
か
り
や
す
く
て
い
ね
い
な
文
字
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

解
答
ら
ん
の
外
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
採
点
し
ま
せ
ん
。 

４ 

解
答
用
紙
は
全
部
で
３
枚
あ
り
ま
す
。 

５ 

計
算
や
メ
モ
が
必
要
な
と
き
は
、
解
答
用
紙
に
は
書
か
ず
に
、
こ
の
問
題
用
紙
の
余
白
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。 

６ 

字
数
の
指
定
の
あ
る
問
題
は
、
指
定
さ
れ
た
条
件
を
守
り
、
問
題
１
は
た
て
書
き
で
、
問
題
２
は
横
書
き
で
書
き
ま
し
ょ
う
。
最
初
の

マ
ス
か
ら
書
き
始
め
、
文
字
や
数
字
は
一
マ
ス
に
一
字
ず
つ
書
き
、
文
の
終
わ
り
に
は
句
点
〔
。〕
を
書
き
ま
す
。
句
読
点
〔
。、
〕
や

か
っ
こ
な
ど
も
一
字
に
数
え
、
一
マ
ス
に
一
字
ず
つ
書
き
ま
す
。
た
だ
し
、
問
題
１
の
⑻
は
、
そ
の
問
題
の
［
注
意
事じ

項こ
う

］
の
指
示
に

し
た
が
い
ま
し
ょ
う
。 

７ 

「
や
め
」
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
と
中
で
も
書
く
の
を
や
め
、
筆
記
用
具
を
机
の
上
に
置
き
ま
し
ょ
う
。 

平
成26
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度 
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学
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附
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検
査 

適
性
検
査Ⅰ

（ 
 

分 
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問題１－ 1  
 

① 

問
題
１ 

次
の
Ａ
と
Ｂ
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
⑴
～
⑻
の
各
問
い
に
答
え
ま

し
ょ
う
。
な
お
、
Ａ
、
Ｂ
と
も
問
題
作
成
の
た
め
、
一
部
文
章
を
変
更
し
て

い
ま
す
。 

 

Ａ 「
読
む 

聴 き

く
」
と
い
う
と
、
何
ら
か
の
文
章
を
読
む
、
他
人
の
話
を
聞
く
、
と

い
う
の
で
、
「
話
す
」
と
か
「
書
く
」
と
か
の
行 こ

う

為 い

に
比 ひ

し
て
受 ＊

１

動
的
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
視
覚
、
聴

覚

ち
ょ
う
か
く

と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
ぼ
ん
や
り
と
何
か
を
見

て
い
る
、
何
か
音
が
聞
こ
え
る
、
と
い
う
の
よ
り
は
能
動
的
で
、
そ
こ
に
主 ＊

２

体
的

な
意
志
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

そ
の
上
、
日
本
語
の
「
よ
む
」
は
、
歌
を
よ
む
と
か
、
文
章
の
意
味
を
よ
み
と

る
と
か
の
表
現
も
あ
る
し
、
「
き
く
」
に
は
、
質
問
を
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ

て
、
よ
り
能
動
性
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
「
生
き
る
」

こ
と
に
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
科
学
技
術
の
急
激
な
発 は

っ

展 て
ん

に
よ
り
、
便
利
で
快
適

か
い
て
き

な
生
活
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
ど
う
し
て
も
効 こ

う

率 り
つ

的
な
こ
と
へ
の
追
求
が
強
く
な
り
す
ぎ

て
、
短
時
間
で
多
く
の
情
報
を
わ
か
り
や
す
く
得
る
方
法
が
進
歩
し
す
ぎ
て
、
じ

っ
く
り
と
「
読
む
」
と
か
他
人
の
話
を
「
聴
く
」
と
か
の
こ
と
が
お
ろ
そ
か
に
な

る
傾
向

け
い
こ
う

が
生
じ
て
き
た
。 

 

テ
レ
ビ
や
ビ
デ
オ
の
普 ふ

及
き
ゅ
う

に
よ
っ
て
、
人
々
は

瞬
し
ゅ
ん

間 か
ん

的
な
エ ＊

３

ン
タ
ー
テ
イ
ン

メ
ン
ト
の
方
に
心
を
奪 う

ば

わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
活
字
離 ば

な

れ
」
の

傾
向
が
強
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

（ 
 

？ 
 

）
、
実
際
に
人
間
が
「
生
き
る
」
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
人
間

の
平
均
寿 じ

ゅ

命
み
ょ
う

は
急
激
に
長
く
な
り
、
昔
の
人
に
比
べ
る
と
、
現
代
人
は
極
め
て
長

い
人
生
を
お
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
間
の
一
生
を
全
体
と
し
て
捉 と

ら

え
る
の
な

ら
、
長
い
、
じ
っ
く
り
と
し
た
ス ＊

４

パ
ン
で
考
え
る
方
が ＊

５

妥 だ

当 と
う

で
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
、
若
い
と
き
に
瞬
間
的
な
楽
し
み
を
「
生
き
る
」
こ
と
と

錯
覚

さ
っ
か
く

す
る
人
は
、
後
の
長
い
老
後
の
人
生
を
灰
色
の
も
の
と
し
て
過
ご
さ
ね
ば
な

ら
な
く
な
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
何
か
と ＊

６

気 き

忙 ぜ
わ

し
い
現
代
に
お
い
て
も
、
じ
っ
く
り
と

「
読
む 

聴
く
」
こ
と
は
非
常
に
大
き
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時

代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
余
計
に
大
切
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。 

 

最
近
、
急
に
盛 さ

か

ん
に
な
っ
て
き
た
、
小
学
校
に
お
け
る
「
朝
の
十
分
間
読
書
」

の
運
動
は
、
た
と
え
十
分
間
で
も
落
ち
着
い
て
読
書
す
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
大
切

か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
運
動
が
日
本
中
に
広
が
っ
て
い
る
の
を

大
変
素 す

晴 ば

ら
し
い
こ
と
と
思
っ
て
い
る
。
大
人
も
子
ど
も
に
負
け
ず
に
、
会
社
で

          

著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
省
略
し
ま
す
。 

            

著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
省
略
し
ま
す
。 



問題１－ 2  
 

11 

も
「
朝
の
十
分
間
読
書
」
を
や
れ
ば
い
い
と
思
う
ほ
ど
で
あ
る
。 

 

本
を
「
読
み
」
、
他
人
の
話
や
音
楽
な
ど
を
「
聴
く
」
と
き
に
、
心
の
な
か
に
イ

メ
ー
ジ
が
浮 う

か
ん
で
く
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
外
か
ら
与
え
ら
れ
る

イ
メ
ー
ジ
と
異 こ

と

な
り
、
そ
の
人
の
個
性
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
内
的
な
イ
メ
ー
ジ
も
、
「
読
む 

聴
く
」
を
考
え
る
際
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

大
切
な
こ
と
で
あ
る
。 

 

「
聴
く
」
に
は
、
自
然
の
音
や
音
楽
を
聞
く
こ
と
も
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
時
間
が
許
す
な
ら
ば
、
少
し
触 ふ

れ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。 

【
河 か

合 わ
い

隼 は
や

雄 お

「
『
読
む 

聴
く
』
の
大
切
さ
」 

『
読
む
力
・
聴
く
力
』
〈
岩
波
現

代
文
庫
〉
よ
り
】 

  

Ｂ 

皆
さ
ん
も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
私
も
毎
日
毎
日
ひ
っ
き
り
な
し
に
何
か
を
読
ん

で
い
ま
す
。
朝
起
き
る
と
ま
ず
新
聞
を
読
む
、
と
き
に
は
は
さ
ん
で
あ
る
広
告
も

読
ん
で
し
ま
う
。
パ
ソ
コ
ン
を
開
い
て
書
き
か
け
の
文
章
を
読
み
返
す
、
送
ら
れ

て
き
た
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
郵
便
も
読
ま
な
き
ゃ
な
ら
な
い
、
そ
し
て
寄 き

贈 ぞ
う

さ
れ
た
雑

誌
や
本
、
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
す
ぐ
に
は
読
み
き
れ
ま
せ
ん
。 

目
で
読
む
も
の
が
も
っ
ぱ
ら
ア
タ
マ
に
入
っ
て
く
る
と
す
れ
ば
、
耳
で
聞
く
こ

と
は
ア
タ
マ
よ
り
も
む
し
ろ
カ
ラ
ダ
に
入
っ
て
き
ま
す
。
朝
、
屋
根
を
歩
く
カ
ラ

ス
の
足
音
と
鳴
き
声
に
始
ま
っ
て
、
電
話
で
聞
く
入
院
し
て
い
る
友
達
の
病
状
、

見
知
ら
ぬ
若
者
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
朗 ろ

う

読 ど
く

の
Ｃ
Ｄ
、
庭
で
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し

て
い
る
孫
の
大
声
、
好
き
な
音
楽
を
聞
き
な
が
ら
眠
り
に
落
ち
る
こ
と
も
あ
る
。 

だ
が
読
む
と
い
う
動
詞
は
目
で
読
む
こ
と
だ
け
を
意
味
し
て
い
ま
せ
ん
。
私
が

や
っ
て
い
る
詩
の
朗
読
も
読
む
う
ち
に
入
り
ま
す
が
、
目
で
読
む
の
と
違 ち

が

っ
て
声

に
出
し
て
読
む
の
は
、
そ
れ
を
聞
く
相
手
を
必
要
と
し
ま
す
。
こ
の
場
合
の
読
む

は
他
者
へ
の
働
き
か
け
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
一
人
で
す
る
朗
読
と
は
勝
手
が
違

っ
て
、
そ
こ
で
は
読
む
と
聞
く
と
が
セ
ッ
ト
に
な
り
ま
す
。 

ま
だ
文
字
が
な
か
っ
た
昔
、
読
む
に
あ
た
る
言
葉
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
雲

行
き
を
読
ん
だ
り
、
獲 え

物 も
の

の
足
跡

あ
し
あ
と

を
読
ん
だ
り
、

占
う
ら
な

い
の
結
果
を
読
ん
だ
り
す
る

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま
す
が
、
今
で
も

人
は
文
字
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
人
の
表
情
を
読
ん
だ
り
、
詩
の
空
白
の
行
間
を 

読
ん
だ
り
、
景
気
の
行 ゆ

く

方 え

を
読
ん
だ
り
、
言
葉
に
し
難 が

た

い
も
の
を
読
ん
で
い
ま

す
。
読
む
と
い
う
言
葉
は
は
っ
き
り
言
葉
で
整
理
で
き
る
も
の
だ
け
を
対
象
と
せ

            

著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
省
略
し
ま
す
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著
作
権
の
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合
に
よ
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省
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問題１－ 3  
 

② 

10 

 

12 

10 11 12 

11 

ず
、
い
わ
ゆ
る
ノ ＊

７

ン
ヴ
ァ
ー
バ
ル
な
も
の
を
と
ら
え
る
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
と

言
え
ま
す
。 

聴
く
と
い
う
言
葉
も
同
じ
よ
う
に
、
た
と
え
ば
、
沈
黙

ち
ん
も
く

を
聞
い
た
り
、 ＊

８

松

籟

し
ょ
う
ら
い

を

聞
い
た
り
、
香 こ

う

を
聞
い
た
り
、
人
間
の
意
識
下
に

訴
う
っ
た

え
る
も
の
を
自
分
に
イ ＊

９

ン
プ

ッ
ト
す
る
働
き
を
表
現
し
ま
す
。
と
す
る
と
、
読
む
こ
と
、
聴
く
こ
と
の
広
が
り

は
ず
い
ぶ
ん
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 ＊

百
ひ
ゃ
く

聞 ぶ
ん

は
一
見

い
っ
け
ん

に
如 し

か
ず
と

諺
こ
と
わ
ざ

は
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
っ
て
怪 あ

や

し
い
も
の
だ
。 

あ 

は
、 

い 

よ
り
も
容 よ

う

易 い

に

*

欺 あ
ざ
む

か
れ
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
か
ら
。 

読
む
、
聴
く
を
私
た
ち
は
と
も
す
る
と
知

*

性
の
働
き
と
し
て
と
ら
え
が
ち
で
す

が
、
目
も
耳
も
私
た
ち
の
カ
ラ
ダ
の
一
部
で
す
。
外
に
開
か
れ
た
感
覚
器
官
で
あ

る
の
は
確
か
で
す
が
、
そ
れ
ら
が
カ
ラ
ダ
の
内
部
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
こ
と
を

忘
れ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
夜
に
見
た
夢
を
読
む
こ
と
で
意
識
下
に
あ
る
も

の
に
気
づ
く
、
音
楽
の
あ
る
一
節

い
っ
せ
つ

に
ふ
る
え
る
よ
う
な
懐 な

つ

か
し
さ
を
感
じ
る
、
カ

ラ
ダ
は
と
き
に
ア
タ
マ
よ
り

賢
か
し
こ

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

【
谷 た

に

川 か
わ

俊
し
ゅ
ん

太 た

郎 ろ
う

「
言
葉
の
ほ
か
に
も
」 

『
読
む
力
・
聴
く
力
』
〈
岩
波
現
代
文

庫
〉
よ
り
】 

  

〔
注
〕 

＊
１ 

 

受
動
的
…
自
分
の
意
志
か
ら
で
は
な
く
、
他
に
動
か
さ
れ
て
す
る
さ
ま
。 

 
 
 
 
 

（  

能
動
的
） 

＊
２ 

 

主
体
的
…
自
分
の
意
志
や
判 は

ん

断 だ
ん

に
も
と
づ
い
て
行
動
す
る
さ
ま
。 

＊
３ 

 

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
…
人
々
を
楽
し
ま
せ
る
娯
楽
。
楽
し
み
、
遊
び
。 

＊
４ 

 

ス
パ
ン
…
時
間
的
な
間 か

ん

隔 か
く

。
期
間
。 

＊
５ 

 

妥
当
…
そ
の
判
断
が
そ
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
同
類
の
す
べ
て
に
当
て 

は
ま
る
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

＊
６ 

 

気
忙
し
い
…
気
持
ち
が
せ
か
さ
れ
て
落
ち
着
か
な
い
さ
ま
。 

＊
７ 

 

ノ
ン
ヴ
ァ
ー
バ
ル
…
言
葉
に
よ
ら
な
い
、
言
葉
を
用
い
な
い
。 

＊
８ 

 

松
籟
…
松
に
吹
く
風
。
そ
れ
が
立
て
る
音
。 

 
 
 
 

＊
９ 

 

イ
ン
プ
ッ
ト
…
入
力
。 

 
 
 

＊ 
 
 
 

百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
…
人
か
ら
何
度
聞
く
よ
り
も
一
度
実
際
に
自 

分
の
目
で
見
た
方
が
確
か
で
あ
り
、
よ
く
わ
か
る
。 

＊ 
 
 
 

欺
か
れ
る
（
欺
く
）
…
言
葉
た
く
み
に
う
そ
を
言
っ
て
、
相
手
に
本
当 

だ
と
お
も
わ
せ
る
。
い
い
く
る
め
る
。
だ
ま
す
。 

＊ 
 
 
 

知
性
…
物
事
を
知
り
、
考
え
、
判
断
す
る
能
力
。 

            

著
作
権
の
都
合
に
よ
り
、
省
略
し
ま
す
。 



問題１－ 4  
 

 
 
 
 

 

              

⑴ 
本
文
中
の 

～
～
～
～
～  

線
①
の
漢
字
「
過
」
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
に
な
お
し
て
書

き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
も
う
一
方
の
読
み
（
音
読
み
で
あ
れ
ば
訓
読
み
、
訓
読

み
で
あ
れ
ば
音
読
み
）
を
用
い
て
例
に
な
ら
っ
て
短
文
を
作
り
ま
し
ょ
う
。 

 

 

（
例
） 

読
み 

安
い 
・
・
・
や
す 

 
 
 
 

短
文 

結
果
を
見
て
安
心
し
た
。 

  

⑵ 
 

本
文
中
の 

～
～
～
～  

線
部
②
の
漢
字
「
確
」
を
ス
タ
ー
ト
と
し
て
矢
印
の
方
向

の
Ａ
と
Ｂ
そ
れ
ぞ
れ
に
漢
字
を
入
れ
て

熟
じ
ゅ
く

語 ご

を
二
つ
完
成
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
熟
語
の
読
み
も
書
き
ま
し
ょ
う
。 

    
 
 
 
 
 
 

⑶ 
 
 
 
 
 

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
次
の
１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号

で
答
え
ま
し
ょ
う
。 

  

１ 

つ
ま
り 

 

２ 

そ
し
て 

 

３ 

ま
た 

 

４ 

し
か
し 

 

⑷ 
 

本
文
中
の 

 
 

 

線
部
「
最
近
」
と
同
じ
構
成
（
組
み
立
て
）
の
熟
語
を

次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
の
構

成
の
種
類
を
あ
と
の
Ａ
～
Ｄ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 

 

ア 

国
立 

 

イ 

読
書 

 

ウ 

救
助 

 

エ 

特
大 

 

オ 

勝
敗 

 

 

Ａ 

上
の
漢
字
が
下
の
漢
字
の
意
味
を
打
ち
消
し
て
い
る
熟
語
。 

 
 
 

 

Ｂ 

上
の
漢
字
が
下
の
漢
字
の
意
味
を
く
わ
し
く
し
て
い
る
熟
語
。 

Ｃ 

上
の
漢
字
と
下
の
漢
字
の
意
味
が
似
て
い
る
熟
語
。 

Ｄ 

上
の
漢
字
が
主
語
で
下
の
漢
字
が
述
語
で
あ
る
熟
語
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑸ 
 
 
 
 
 

線
部
「
人
間
が
『
生
き
る
』
こ
と
に
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
。
」
と

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
上
で
、「
読
む
（
よ
む
）
」
や
「
聴
く
（
き

く
）
」
に
は
、「
ど
の
よ
う
な
こ
と
」
が
関
わ
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま

す
か
。
解
答
ら
ん
に
合
う
よ
う
に
十
五
字
以
上
二
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

（
句
読
点
〔
、
。
〕
や
か
っ
こ
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。
） 

 
 

 
 

 
 

 

確

 

Ａ

 

Ｂ



問題１－ 5  
 

⑹ 
 

あ 

と 

い 

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
本
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
一
字

で
ぬ
き
だ
し
て
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

⑺ 

Ａ
、
Ｂ
の
文
章
の
内
容
と
し
て
、
合
っ
て
い
る
も
の
は
○
、
そ
う
で
な
い
も
の 

は×

で
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 

１ 

Ａ
の
筆
者
は
、
心
の
中
に
浮
か
ん
で
く
る
イ
メ
ー
ジ
は
外
か
ら
与
え
ら
れ

る
も
の
と
個
性
に
よ
る
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

 

２ 

Ａ
の
筆
者
は
、
平
均
寿
命
が
長
く
な
っ
た
た
め
に
、
人
は
瞬
間
的
な
楽
し
み

を
「
生
き
る
こ
と
」
だ
と
錯
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

 

３ 

Ｂ
の
筆
者
は
、
朗
読
を
す
る
場
合
は
、
常
に
読
む
こ
と
と
、
聞
く
こ
と
が
セ

ッ
ト
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

４ 

Ｂ
の
筆
者
は
、
文
字
や
音
以
外
の
も
の
も
「
読
む
」「
聴
く
」
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

⑻ 

あ
な
た
は
普 ふ

段 だ
ん

、
話
を
聞
く
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
識
し
て
聞
い
て

い
ま
す
か
。
そ
の
よ
う
に
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
生
活

体
験
を
あ
げ
な
が
ら
後
ろ
の[

注
意
事
項]

に
合
う
よ
う
に
考
え
や
意
見
を
書
き

ま
し
ょ
う
。 

 

 [

注
意
事
項] 

○
解
答
用
紙
２
に
三
百
字
以
上
四
百
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

○
原 げ

ん

稿 こ
う

用
紙
の
正
し
い
用
法
で
書
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
漢
字
を
適
切
に
使
い
ま
し
ょ

う
。 

○
題
名
や
自
分
の
名
前
は
書
か
ず
に
、
一
行
目
、
一
マ
ス
下
げ
た
と
こ
ろ
か
ら
書
き

ま
し
ょ
う
。 

○
三
段
落
以
上
の
構
成
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

○
句
読
点
〔
。
、
〕
や
か
っ
こ
な
ど
も
一
字
に
数
え
、
一
マ
ス
に
一
字
ず
つ
書
き
ま
し

ょ
う
。
ま
た
、
段
落
を
変
え
た
と
き
の
残
り
の
マ
ス
目
も
字
数
と
し
て
数
え
ま
す
。 

     

こ
れ
で
問
題
１
は
終
わ
り
で
す
。 

 



問題 2－1 
 

問題２ たろうさんたちは川崎市に関する調べ学習について話をしています。下の会話文を読んで、

あとの（１）～（５）の各問いに答えましょう。 

 

はなこさん：私、興味深いニュースを見つけたの。 

たろうさん：どんなニュースがあったの。 

はなこさん：川崎市では平成 25 年度から３年連続で、動物愛
あい

護
ご

センターで殺
さつ

処
しょ

分
ぶん

された犬がいな

かったそうなの。 

たろうさん：動物愛護センターで、犬を殺すってどういうことなの。 

はなこさん：もらい手が見つからなかった犬やねこはそうなってしまうみたい。全国では殺処分さ

れている犬やねこの数がどれくらいあるのか疑問に思って調べてみたら〔資料１〕を

見つけたの。行政機関が引き取った数とその中で殺処分された割合を示したものなの

だけど。 

 

〔資料１〕全国の行政機関による犬・ねこの引き取り数と殺処分率のうつり変わり 

（『環
かん

境
きょう

省自然環境局ホームページ』より作成） 

 

たろうさん：改善はされているようだけど、まだたくさんの犬やねこが殺処分されているんだね。

川崎市でも犬の殺処分はなくなったみたいだけど、ねこの方はまだ殺処分が行われて

いるんだね。 

はなこさん：ねこについては完全には達成できなかったみたいなの。それでもかなり減ってはいる

みたいだけど。そういえば〔資料１〕でも、最初のころは犬の引き取り数の方が多か

ったのに、いつの間にかねこの引き取り数の方が多くなっているわね。 

たろうさん：犬とねこでは何かちがいがあるのかな。 

はなこさん：もっと調べてみる必要があるわね。 

 

Ｓ：昭和 

Ｈ：平成 



問題 2－2 
 

――――――――――――――――― 翌日 ―――――――――――――――― 

はなこさん：川崎市のホームページで、動物についてどのようなあつかいがされているのか調べて

みたら、ねこについては〔資料２〕、犬については〔資料３〕を見つけたわ。どちらも

動物を飼育する人に向けて川崎市が作ったページだけど。 

 

〔資料２〕ねこの分類表           〔資料３〕犬の飼育について 

 

 （『川崎市ホームページ』より作成） 

 

はなこさん：犬を飼うためには法律で定められた決まりがいくつかあるみたいよ。ねこについては

川崎市では、分類表を作っているようだけど、この表から①ねこを野良
の ら

ねこにしない

ために、どうすればよいかを考えられないかしら。 

たろうさん：ぼくは川崎市で犬とねこがどれくらい保
ほ

護
ご

されているかが気になったから調べてみた

ら〔資料４〕を見つけたよ。これは路
ろ

上
じょう

などの公共の場所で負
ふ

傷
しょう

した犬やねこなど

が保護された頭
とう

数
すう

をあらわした表だよ。 

 

〔資料４〕負傷動物の動物愛護センターへの収容数のうつり変わり 

  （『川崎市における動物行政の方向性と動物愛護センターのあり方』より作成） 

 

はなこさん：見比べてみると、犬とねこではかなりちがいが見られるのね。②このちがいはどこか

ら生まれるのかしら。 

たろうさん：分析
ぶんせき

を進めるために、数字だけ並べるよりも見やすくなるかと思って、〔資料４〕をも

とにして〔資料５〕を作ったよ。 

 

単位：頭 

【飼い犬の飼育方法】 

飼い犬は 丈
じょう

夫
ぶ

なくさりなどにつなぐ、またはおりなどに

収
しゅう

容
よう

してつないでおくこと。飼い犬を移動または運動さ

せる場合には、管理・しつけのできる者が、飼い犬を丈夫

なつな、くさりなどでしっかりと保持
ほ じ

して行うこと。 

犬鑑札
かんさつ

 

登録手数料 3,000 円（初年度のみ） 

登録の証明です。 

必ず犬に装
そう

着
ちゃく

しておいてください。 

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
犬 0 0 20 16 9 5 2
ねこ 376 244 189 203 172 149 158
その他 154 95 138 111 98 5 7
計 530 339 347 330 279 159 167



問題 2－3 
 

〔資料５〕たろうさんが〔資料４〕をもとにして作ったグラフ 

 

はなこさん：すごいわ、たろうさん。確かにグラフにすると数字だけよりもイメージがつかみやす

いわね。でも、私が見ただけでも２つ変なところがあるわよ。 

たろうさん：本当だ。③手直しをしないとね。適切なグラフを作るのは難しいけど、実際に作って

みる大切さがわかったよ。 

はなこさん：〔資料１〕や〔資料４〕を見ると、殺処分の数や収容される数が減ってきていることが

わかるわ。今後もこれらを継
けい

続
ぞく

するにはどのような取り組みが必要かしら。 

たろうさん：これらを継続していくために、法律にも色々な変化が見られるよ。 

はなこさん：どんな変化なの。 

たろうさん：「動物を飼う人の責任として、できる限り     義務がある」という内容の文章

が付け加えられたのが、最近では大きな変化みたいだよ。 

はなこさん：動物を飼う人には当たり前の心構
こころがま

えのように思えるけど、実際にはそれができてい

ない人もいるということなのね。私たちにもできることはあるかしら。 

たろうさん：これからも人間と動物がいっしょに暮らせる社会の仕組みについて考えてもらえるよ

うな発表の準備を進めよう。 
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問題 2－4 
 

（１）〔資料１〕から読み取れる情報として正しいものを、下のア～オの中から１つ選び、記号で

答えましょう。 

   ア 平成元年（１年）以降、犬とねこの引き取り数はそれぞれ、毎年減少している。 

   イ 平成元年（１年）以降、犬とねこの殺処分率は、毎年低下している。 

   ウ 昭和 54年には、犬とねこの殺処分数の合計は 100万頭を上回っている。 

   エ 平成元年（１年）には、犬とねこの殺処分数の合計は 100万頭を下回っている。 

   オ 平成 26年には、犬とねこの殺処分数の合計は 11万頭を上回っている。 

 

（２）下線部①について、〔資料２〕のねこの分類表の中でもっとも「野良ねこ」になりにくいね

こをぬき出して書きましょう。 

 

（３）下線部②は、はなこさんが〔資料４〕を見て疑
ぎ

問
もん

に思ったことの発言です。「ちがい」が生ま

れた理由として考えられることを、ねこについては〔資料２〕、犬については〔資料３〕をも

とに、それぞれ解答らんに合うように書きましょう。 

 

（４）下線部③でたろうさんが気がついた〔資料５〕のグラフの誤
あやま

りとして考えられることを２

つ書きましょう。 

 

（５）文中の     にあてはまる言葉を解答らんに合うように書きましょう。 

 

 

 

 

 

 

これで問題２は終わりです。 

 



1 あ Ａ 読
み

Ｂ Ａ

2 い
短

熟 語 文
熟 熟
語 語

3 の の
読 読
み み

種 類

4

氏　名

受検番号

適
性
検
査
Ⅰ
　
解
答
用
紙
１

問
題
１

⑹ ⑸ ⑶ ⑴
「

読
む
（

よ
む
）
」

や
「

聴
く
（

き
く
）
」

に
は
、

⑵

合　計⑴⑵

確

⑺ ⑹ ⑸ ⑷

下のらんには記入しない

⑶

⑻
の
解
答
は
解
答
用
紙
２
に
書
き
ま
し
ょ

う
。

⑷

⑺

と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。



問
題
１

適
性
検
査
Ⅰ
　
解
答
用
紙
２

⑻

受検番号

氏　名

400 360 300 100200 20

下のらんには記入しない



犬の飼い主は、

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から。

（３）

（３）犬

（４）－２

（３）ねこ

（４） （４）－１

受検番号 氏　　　名 合　計

（５）

できる限り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　義務がある

（５）

適性検査I　解答用紙３

問題２

（１） （１）

下のらんには

記入しない

（２） （２）

ねこは飼いねこでも、

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から。


