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[

問
題
そ
の
一]

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

１

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
問
六
に
答
え
よ
。

｢

僕
」
は
、
私
立
大
学
演
劇
科
の
学
生
で
あ
る
。
都
内
の
学
生
寮
に
住
ん
で
い
る
。
「
突
撃
隊
」
は
、
僕
の
寮
で
の
同
室
人
の
あ
だ
名
で
あ
る
。
「
女
の
子
」

は
直
子
と
い
う
。
僕
の
高
校
時
代
の
親
友
の
恋
人
で
、
一
歳
年
下
で
あ
っ
た
。
そ
の
親
友
は
、
原
因
不
明
の
自
殺
を
す
る
。
そ
の
時
、
僕
は
「
死
は
生
の
対
極
と

し
て
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
と
痛
感
す
る
。
そ
の
一
年
後
、
僕
は
直
子
と
電
車
内
で
偶
然
再
会
し
、
交
際
す
る
よ
う
に
な
る
。
四
月
半

ば
の
あ
る
日
、
直
子
は
突
然
僕
の
前
か
ら
姿
を
消
し
、
僕
の
心
を
動
揺
さ
せ
る
。
何
度
も
直
子
の
実
家
に
手
紙
を
出
す
が
、
返
事
は
な
い
。
七
月
初
め
、
や
っ
と

僕
の
も
と
に
直
子
か
ら
手
紙
が
届
く
。
手
紙
に
は
「
東
京
の
ア
パ
ー
ト
を
出
た
後
、
京
都
の
山
中
の
精
神
科
の
療
養
所
に
入
っ
た
。
僕
に
会
い
た
く
な
い
の
で
は

な
く
て
、
会
う
準
備
が
で
き
て
い
な
い
。
私
た
ち
は
お
互
い
を
も
っ
と
知
り
あ
う
べ
き
だ
。
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
僕
は
何
百
回
も
そ
の
手
紙
を
読
み
、
た
ま
ら

な
く
哀
し
い
気
持
ち
に
な
る
。
そ
の
や
る
せ
な
さ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
呆
然
と
し
て
い
た
。

次
は
、
八
月
も
終
り
に
近
づ
い
た
あ
る
日
の
で
き
ご
と
の
文
章
で
あ
る
。

そ
の
月
の
終
り
に
突
撃
隊
が
僕
に
螢
を
く
れ
た
。

螢
は
イ
ン
ス
タ
ン
ト
・
コ
ー
ヒ
ー
の
ビ
ン
に
入
っ
て
い
た
。
ビ
ン
の
中
に
は
草
の
葉
と
水
が
少
し
入
っ
て
い
て
、
ふ
た
に
は
細
か
い
空
気
穴
が
い
く
つ
か
開
い
て
い
た
。

①

あ
た
り
は
ま
だ
明
る
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
何
の
変
哲
も
な
い
黒
い
水
辺
の
虫
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
が
、
突
撃
隊
は
そ
れ
は
間
違
い
な
く
螢
だ
と
主
張
し
た
。
螢
の
こ

と
は
よ
く
知
っ
て
る
ん
だ
、
と
彼
は
言
っ
た
し
、
僕
の
方
に
は
と
く
に
そ
れ
を
否
定
す
る
理
由
も
根
拠
も
な
か
っ
た
。
よ
ろ
し
い
、
そ
れ
は
螢
な
の
だ
。
螢
は
な
ん
だ
か

眠
た
そ
う
な
顔
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
つ
る
つ
る
と
し
た
ガ
ラ
ス
の
壁
を
上
ろ
う
と
し
て
は
そ
の
た
び
に
下
に
滑
り
落
ち
て
い
た
。

「
庭
に
い
た
ん
だ
よ
」

「
こ
こ
の
庭
に
？
」
と
僕
は
び
っ
く
り
し
て
訊
い
た
。

「
ほ
ら
、
こ
、
こ
の
近
く
の
ホ
テ
ル
で
夏
に
な
る
と
客
寄
せ
に
螢
を
放
す
だ
ろ
？

あ
れ
が
こ
っ
ち
に
紛
れ
こ
ん
で
き
た
ん
だ
よ
」
と
彼
は
黒
い
ボ
ス
ト
ン
・
バ
ッ
グ
に

衣
類
や
ノ
ー
ト
を
詰
め
こ
み
な
が
ら
言
っ
た
。

夏
休
み
に
入
っ
て
か
ら
も
う
何
週
間
も
経
っ
て
い
て
、
寮
に
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
は

我
々

く
ら
い
の
も
の
だ
っ
た
。
僕
の
方
は
あ
ま
り
神
戸
に
帰
り
た
く
な
く
て

Ａ

ア
ル
バ
イ
ト
を
つ
づ
け
て
い
た
し
、
彼
の
方
に
は
実
習
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
で
も
そ
の
実
習
も
終
り
、
彼
は
家
に
帰
ろ
う
と
し
て
い
た
。
突
撃
隊
の
家
は
山
梨
に
あ
っ
た
。

「
こ
れ
ね
、
女
の
子
に
あ
げ
る
と
い
い
よ
。
き
っ
と
喜
ぶ
か
ら
さ
」
と
彼
は
言
っ
た
。

「
あ
り
が
と
う
」
と
僕
は
言
っ
た
。

日
が
暮
れ
る
と
寮
は
し
ん
と
し
て
、
ま
る
で
廃
墟
み
た
い
な
か
ん
じ
に
な
っ
た
。
国
旗
が
ポ
ー
ル
か
ら
降
ろ
さ
れ
、
食
堂
の
窓
に
電
気
が
灯
っ
た
。
学
生
の
数
が
減
っ

、
、

た
せ
い
で
、
食
堂
の
灯
は
い
つ
も
の
半
分
し
か
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
右
半
分
は
消
え
て
、
左
半
分
だ
け
が
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
で
も
微
か
に
夕
食
の
匂
い
が
漂
っ
て
い

②

た
。
ク
リ
ー
ム
・
シ
チ
ュ
ー
の
匂
い
だ
っ
た
。

僕
は
螢
の
入
っ
た
イ
ン
ス
タ
ン
ト
・
コ
ー
ヒ
ー
の
ビ
ン
を
持
っ
て
屋
上
へ
上
っ
た
。
屋
上
に
は
人
影
は
な
か
っ
た
。
誰
か
が
と
り
こ
み
忘
れ
た
白
い
シ
ャ
ツ
が
洗
濯
ロ

(

１)

ー
プ
に
か
か
っ
て
い
て
、
何
か
の
抜
け
殻
の
よ
う
に
夕
暮
の
風
に
揺
れ
て
い
た
。
僕
は
屋
上
の
隅
に
あ
る
鉄
の
梯
子
を
上
っ
て
給
水
塔
の
上
に
出
た
。
円
筒
形
の
給
水
タ

③

ン
ク
は
昼
の
あ
い
だ
に
た
っ
ぷ
り
と
吸
い
こ
ん
だ
熱
で
ま
だ
あ
た
た
か
か
っ
た
。
狭
い
空
間
に
腰
を
下
ろ
し
、
手
す
り
に
も
た
れ
か
か
る
と
、
ほ
ん
の
少
し
だ
け
欠
け
た

白
い
月
が
目
の
前
に
浮
か
ん
で
い
た
。
右
手
に
は
新
宿
の
街
の
光
が
、
左
手
に
は
池
袋
の
街
の
光
が
見
え
た
。
車
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
が
鮮
か
な
光
の
川
と
な
っ
て
、
街
か

ら
街
へ
と
流
れ
て
い
た
。
様
々
な
音
が
混
じ
り
あ
っ
た
や
わ
ら
か
な
う
な
り
が
、
ま
る
で
雲
み
た
い
に
ぼ
お
っ
と
街
の
上
に
浮
か
ん
で
い
た
。

ビ
ン
の
底
で
螢
は
か
す
か
に
光
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
光
は
あ
ま
り
に
も
弱
く
、
そ
の
色
は
あ
ま
り
に
も
淡
か
っ
た
。
僕
が
最
後
に
螢
を
見
た
の
は
ず
っ
と
昔
の
こ

と
だ
っ
た
が
、
そ
の
記
憶
の
中
で
は
螢
は
も
っ
と
く
っ
き
り
と
し
た
鮮
か
な
光
を
夏
の
闇
の
中
に
放
っ
て
い
た
。
僕
は
ず
っ
と
螢
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
鮮
か
な
燃
え
た

つ
よ
う
な
光
を
放
つ
も
の
と
思
い
こ
ん
で
い
た
の
だ
。

螢
は
弱
っ
て
死
に
か
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
僕
は
ビ
ン
の
く
ち
を
持
っ
て
何
度
か
軽
く
振
っ
て
み
た
。
螢
は
ガ
ラ
ス
の
壁
に
体
を
打
ち
つ
け
、
ほ
ん
の
少
し
だ

け
飛
ん
だ
。
し
か
し
そ
の
光
は
あ
い
か
わ
ら
ず
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
。

螢
を
最
後
に
見
た
の
は
い
つ
の
こ
と
だ
っ
け
な
と
僕
は
考
え
て
み
た
。
そ
し
て
い
っ
た
い
何
処
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
あ
れ
は
？

僕
は
そ
の
光
景
を
思
い
だ
す
こ
と
は

で
き
た
。
し
か
し
場
所
を
時
間
を
思
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
夜
の
暗
い
水
音
が
聞
こ
え
た
。
煉
瓦
づ
く
り
の
旧
式
の
水
門
も
あ
っ
た
。
ハ
ン
ド
ル
を
ぐ
る
ぐ
る

と
回
し
て
開
け
閉
め
す
る
水
門
だ
。
大
き
な
川
で
は
な
い
。
岸
辺
の
水
草
が
川
面
を
あ
ら
か
た
オ
オ
イ
隠
し
て
い
る
よ
う
な
小
さ
な
流
れ
だ
。
あ
た
り
は
真
暗
で
、
懐
中

④

電
灯
を
消
す
と
自
分
の
足
も
と
さ
え
見
え
な
い
く
ら
い
だ
っ
た
。
そ
し
て
水
門
の
た
ま
り
の
上
を
何
百
匹
と
い
う
数
の
螢
が
飛
ん
で
い
た
。
そ
の
光
は
ま
る
で
燃
え
さ
か

、
、
、

(

２)

る
火
の
粉
の
よ
う
に
水
面
に
照
り
映
え
て
い
た
。

僕
は
目
を
閉
じ
て
そ
の
記
憶
の
闇
の
中
に
し
ば
ら
く
身
を
沈
め
た
。
風
の
音
が
い
つ
も
よ
り
く
っ
き
り
と
聞
こ
え
た
。
た
い
し
て
強
い
風
で
も
な
い
の
に
、
そ
れ
は
不

思
議
な
く
ら
い
鮮
か
な
キ
セ
キ
を
残
し
て
僕
の
体
の
ま
わ
り
を
吹
き
抜
け
て
い
っ
た
。
目
を
開
け
る
と
、
夏
の
夜
の
闇
は
ほ
ん
の
少
し
深
ま
っ
て
い
た
。

⑤
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[

問
題
そ
の
二]

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

僕
は
ビ
ン
の
ふ
た
を
開
け
て
螢
を
と
り
だ
し
、
三
セ
ン
チ
ば
か
り
つ
き
だ
し
た
給
水
塔
の
縁
の
上
に
置
い
た
。
螢
は
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
が
う
ま
く
つ
か
め
な
い
よ

う
だ
っ
た
。
螢
は
ボ
ル
ト
の
ま
わ
り
を
よ
ろ
め
き
な
が
ら
一
周
し
た
り
、
か
さ
ぶ
た
の
よ
う
に
め
く
れ
あ
が
っ
た
ペ
ン
キ
に
足
を
か
け
た
り
し
て
い
た
。
し
ば
ら
く
右
に

進
ん
で
そ
こ
が
行
き
ど
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
た
し
か
め
て
か
ら
、
ま
た
左
に
戻
っ
た
。
そ
れ
か
ら
時
間
を
か
け
て
ボ
ル
ト
の
頭
に
よ
じ
の
ぼ
り
、
そ
こ
に
じ
っ
と
う
ず
く

ま
っ
た
。
螢
は
ま
る
で
息
絶
え
て
し
ま
っ
た
み
た
い
に
、
そ
の
ま
ま
ぴ
く
り
と
も
動
か
な
か
っ
た
。

僕
は
手
す
り
に
も
た
れ
か
か
っ
た
ま
ま
、
そ
ん
な
螢
の
姿
を
眺
め
て
い
た
。
僕
の
方
も
螢
の
方
も
長
い
あ
い
だ
身
動
き
ひ
と
つ
せ
ず
に
そ
こ
に
い
た
。
風
だ
け
が

我

Ｂ

々

の
ま
わ
り
を
吹
き
す
ぎ
て
行
っ
た
。
闇
の
中
で
け
や
き
の
木
が
そ
の
無
数
の
葉
を
こ
す
り
あ
わ
せ
て
い
た
。

僕
は
い
つ
ま
で
も
待
ち
つ
づ
け
た
。

螢
が
飛
び
た
っ
た
の
は
ず
っ
と
あ
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
螢
は
何
か
を
思
い
つ
い
た
よ
う
に
ふ
と
羽
を
拡
げ
、
そ
の
次
の
瞬
間
に
は
手
す
り
を
越
え
て
淡
い
闇
の
中
に
浮

か
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
ま
る
で
失
わ
れ
た
時
間
を
と
り
戻
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
給
水
塔
の
わ
き
で
素
速
く
弧
を
描
い
た
。
そ
し
て
そ
の
光
の
線
が
風
に
に
じ
む
の

(

３)

を
見
届
け
る
べ
く
少
し
の
あ
い
だ
そ
こ
に
留
ま
っ
て
か
ら
、
や
が
て
東
に
向
け
て
飛
び
去
っ
て
い
っ
た
。

螢
が
消
え
て
し
ま
っ
た
あ
と
で
も
、
そ
の
光
の
キ
セ
キ
は
僕
の
中
に
長
く
留
ま
っ
て
い
た
。
目
を
閉
じ
た
ぶ
厚
い
闇
の
中
を
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
淡
い
光
は
、
ま
る
で

行
き
場
を
失
っ
た
魂
の
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
さ
ま
よ
い
つ
づ
け
て
い
た
。

僕
は
そ
ん
な
闇
の
中
に
何
度
も
手
を
の
ば
し
て
み
た
。
指
は
何
に
も
触
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
小
さ
な
光
は
い
つ
も
僕
の
指
の
ほ
ん
の
少
し
先
に
あ
っ
た
。

(

４)

（
村
上

春
樹
、
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
よ
り
）

問
一

傍
線
部
①
～
⑤
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
示
し
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
送
り
仮
名
を
つ
け
よ
。

①

ビ
ン

②

微
か

③

梯
子

④

オ
オ
イ

⑤

キ
セ
キ

問
二

傍
線
部
（
１
）
「
誰
か
が
と
り
こ
み
忘
れ
た
白
い
シ
ャ
ツ
が
洗
濯
ロ
ー
プ
に
か
か
っ
て
い
て
、
何
か
の
抜
け
殻
の
よ
う
に
夕
暮
の
風
に
揺
れ
て
い
た
」
と
い
う
表

現
は
、
「
僕
」
の
ど
の
よ
う
な
状
況
を
比
喩
し
て
い
る
か
。
四
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
三

傍
線
部
（
２
）
「
そ
の
光
は
ま
る
で
燃
え
さ
か
る
火
の
粉
の
よ
う
に
水
面
に
照
り
映
え
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
昔
見
た
螢
と
今
見
て
い
る
螢
の
見
え
方
が
違
う
理

由
に
つ
い
て
、
適
す
る
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

昔
見
た
螢
は
数
が
多
か
っ
た
が
、
今
見
て
い
る
螢
は
一
匹
だ
け
だ
か
ら
。

イ

昔
見
た
螢
は
夏
の
盛
り
で
あ
っ
た
が
、
今
見
て
い
る
螢
は
夏
も
終
り
に
近
い
季
節
だ
か
ら
。

ウ

昔
螢
を
見
た
と
き
は
、
「
僕
」
は
螢
の
光
を
美
し
い
も
の
と
思
っ
て
み
た
が
、
今
は
螢
の
光
よ
り
街
の
光
の
ほ
う
が
輝
い
て
見
え
る
か
ら
。

エ

昔
螢
を
見
た
と
き
「
僕
」
は
生
き
る
こ
と
に
疑
問
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
今
は
生
き
る
こ
と
に
対
し
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
不
安
を
感
じ
て
い
る
か
ら
。

問
四

傍
線
部
（
３
）
「
失
わ
れ
た
時
間
」
と
は
、
螢
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
時
間
か
。
そ
の
説
明
に
あ
た
る
部
分
を
、
本
文
よ
り
三
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。

問
五

傍
線
部
（
４
）
「
そ
の
小
さ
な
光
は
い
つ
も
僕
の
指
の
ほ
ん
の
少
し
先
に
あ
っ
た
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
か
。
そ
の
説
明
に
あ
た
る
語
句
を
、

本
文
よ
り
十
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。

問
六

Ａ
、
Ｂ
の

我
々

が
意
味
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
と
何
か
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
、
両
者
の
共
通
点
を
説
明
せ
よ
。
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[

問
題
そ
の
三]

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

２

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
問
八
に
答
え
よ
。

太
古
の
日
本
人
は
、
神
も
人
も
動
物
も
花
も
草
木
も
、
す
べ
て
も
の
言
う
存
在
と
し
て
同
一
視
す
る
世
界
観
の
う
ち
に
生
き
て
い
た
。
人
間
が
自
然
と
対
立
す
る
の
で

な
く
自
然
に
包
み
込
ま
れ
て
そ
の
一
部
を
成
す
も
の
だ
と
い
う
暗
黙
の
思
想
は
、
そ
の
時
以
来
長
く
続
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
人
は
「
自
然
な
」
「
自
然
に
」
と

い
っ
た
語
句
を
プ
ラ
ス
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
感
じ
、
他
方
「
不
自
然
」
を
マ
イ
ナ
ス
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
受
け
取
る
。
こ
れ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
長
く
深
い
文
化
的
伝
統

(

１)

が
背
後
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。

人
間
の
社
会
も
自
然
界
の
よ
う
に
、
人
間
の
意
図
的
な
は
た
ら
き
か
け
を
受
け
ず
に
運
行
し
て
い
く
の
が
「
自
然
で
」
よ
い
と
日
本
人
は
感
ず
る
。

レ
ト
リ
ッ
ク
の
思
想
が
発
達
し
な
か
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
に
根
ざ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
ト
リ
ッ
ク
は
事
実
関
係
や
意
思
・
感
情
を
よ
り
よ
く
表
現
す
る
た
め
の

(

２)
(

注)

工
夫
で
あ
り
技
術
で
あ
る
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
技
術
は
カ
イ
ザ
イ
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
心
あ
ま
り
て
言
葉
足
ら
ず
」
は
、

①

(

３)

し
ば
し
ば
じ
れ
っ
た
い
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
お
こ
す
因
に
な
り
、
西
洋
人
に
と
っ
て
は
悪
徳
と
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
人
は
む
し
ろ
こ

(

注)

れ
を
美
徳
と
感
じ
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
じ
れ
っ
た
さ
に
も
じ
っ
と
耐
え
て
い
る
の
が
美
的
だ
と
さ
え
感
じ
て
き
た
。

じ
つ
は
、
人
間
の
行
動
や
意
識
の
中
で
〈
自
然
〉
に
属
す
る
も
の
は
ご
く
少
な
く
、
大
部
分
は
〈
文
化
〉
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
文
化
と
は
反
射
的
行
動
で
は
な
く
、

選
択
的
行
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
目
的
に
対
し
て
有
効
な
方
法
を
選
択
す
る
の
が
文
化
で
あ
る
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
際
し
て
も
情
報
の
選
択
や
語
句
の
選
び

分
け
な
ど
は
人
間
の
行
動
と
し
て
ご
く
当
然
の
こ
と
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
多
く
の
場
合
に
人
は
無
意
識
に
何
ら
か
の
選
択
を
行
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
を

意
識
的
に
高
度
の
技
術
な
い
し
芸
術
の
域
に
高
め
よ
う
と
し
た
の
が
、
西
欧
伝
統
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
日
本
の
作
文
教
育
に
根
強
い
「
思
っ
た
通
り
に
書
け
」
と
い
う
思
想
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
外
山
滋
比
古
氏
の
言
う
〝
エ
デ
ィ
タ
ー
シ
ッ
プ
〟
こ

(

注)

そ
人
間
の
行
動
を
他
の
動
物
と
区
別
す
る
原
理
で
あ
っ
て
、
「
思
っ
た
通
り
」
に
対
し
て
順
序
・
ケ
イ
チ
ョ
ウ
・
屈
折
な
ど
の
諸
要
素
を
加
え
て
立
体
化
し
、
印
象
的
に

②

ａ

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
説
明
や
説
得
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
新
聞
記
事
や
放
送
の
ニ
ュ
ー
ス
原
稿
は
、
そ
う
や
っ
て
「
見
た
ま
ま
」

「
思
っ
た
ま
ま
」
に
対
し
て
加
工
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝
わ
り
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
不
自
然
」
の
効
用
が
理
解
さ
れ
る
精
神
風
土
が
形
成
さ

ｂ

(

４)

れ
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
か
し
い
。

受
け
手
に
と
っ
て
、
内
容
が
理
解
し
や
す
く
、
ま
た
情
緒
的
な
快
さ
を
お
ぼ
え
う
る
た
め
に
は
、
発
信
側
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
す
な
わ
ち
〝
う
ま
さ
〟
が
大
き
く
作
用
す

③

る
と
い
う
事
実
に
対
し
て
、
多
く
の
日
本
人
は

。
〝
う
ま
い
〟
こ
と
は
道
徳
と
矛
盾
す
る
、
と
い
う
暗
黙
の
思
い
込
み
は
根
強
い
。
ぎ
こ
ち
な
い
表
現
で
、

内
容
を
十
分
伝
え
る
こ
と
も
で
き
ず
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
「
け
な
げ
な
」
姿
こ
そ
日
本
人
の
共
感
を
さ
そ
う
も
の
で
あ
る
。
「
心
情
的
に
は
」
と
い
う
一
句
は
多
く
の
事

柄
に
つ
い
て
の
評
価
を
決
め
る
の
に
絶
大
な
力
を
持
つ
。
集
団
全
体
の
運
命
を
決
す
る
重
大
な
局
面
に
際
し
て
、
胸
中
は
ユ
ウ
リ
ョ
に
満
ち
満
ち
な
が
ら
「
口
不
調
法
」

④

の
た
め
、
討
議
に
敗
れ
て
静
か
に
退
い
た
指
導
者
の
姿
は
、
美
し
い
と
た
た
え
ら
れ
こ
そ
す
れ
、
伝
達
の
意
欲
と
表
現
の
技
術
に
欠
け
て
破
局
を
招
い
た
責
任
を
ツ
イ
キ

⑤

ュ
ウ
す
る
声
は
、
聞
か
れ
る
こ
と
も
な
い
。

（
芳
賀

綏
、
『
日
本
人
の
表
現
心
理
』
よ
り
）

（
注
）

レ
ト
リ
ッ
ク

効
果
的
な
言
語
表
現
の
方
法
。
修
辞
法
。

デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

意
思
疎
通
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
・
状
態
。
相
互
不
理
解
。

エ
デ
ィ
タ
ー
シ
ッ
プ

編
集
者
の
地
位
。
編
集
上
の
手
腕
。



（'20
－
Ⅰ

）

国

語

[

問
題
そ
の
四]

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

問
一

傍
線
部
①
～
⑤
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
示
し
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
送
り
仮
名
を
つ
け
よ
。

①

カ
イ
ザ
イ

②

ケ
イ
チ
ョ
ウ

③

快
さ

④

ユ
ウ
リ
ョ

⑤

ツ
イ
キ
ュ
ウ

問
二

傍
線
部
（
１
）
「
長
く
深
い
文
化
的
伝
統
」
と
は
ど
の
よ
う
な
考
え
か
、
本
文
よ
り
四
十
一
字
で
抜
き
出
し
、
は
じ
め
と
終
わ
り
の
五
字
で
記
せ
。

問
三

傍
線
部
（
２
）
「
レ
ト
リ
ッ
ク
の
思
想
が
発
達
し
な
か
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
に
根
ざ
し
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
日
本
人
に
「
レ
ト
リ
ッ
ク
の
思
想
」
が
発
達
し
な

か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
六
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
四

傍
線
部
（
３
）
「
心
あ
ま
り
て
言
葉
足
ら
ず
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
様
子
を
具
体
的
に
表
わ
し
て
い
る
部
分
を
、
本
文
よ
り
四
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
は

じ
め
と
終
わ
り
の
七
字
で
記
せ
。

問
五

傍
線
部
ａ
「
立
体
化
」
、
ｂ
「
加
工
す
る
」
の
意
味
と
し
て
適
す
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

深
さ
や
厚
み
、
奥
行
き
を
与
え
る
こ
と

ア

余
情
余
韻
を
も
た
せ
る

ａ
「
立
体
化
」

イ

可
能
な
限
り
重
層
的
に
表
現
す
る
こ
と

ｂ
「
加
工
す
る
」

イ

美
辞
麗
句
を
多
用
す
る

ウ

内
容
を
単
純
化
し
つ
く
り
な
お
す
こ
と

ウ

表
現
に
工
夫
を
こ
ら
す

エ

多
く
の
内
容
を
構
造
的
に
取
り
込
む
こ
と

エ

用
語
に
思
い
を
込
め
る

問
六

傍
線
部
（
４
）
「
こ
の
よ
う
な
『
不
自
然
』
の
効
用
が
理
解
さ
れ
る
精
神
風
土
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
か
し
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
か
、
五
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
七

本
文
中
の

に
入
る
べ
き
語
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

目
か
ら
う
ろ
こ
が
落
ち
る

イ

目
を
丸
く
す
る

ウ

目
を
細
く
す
る

エ

目
を
ふ
さ
ぎ
た
が
る

問
八

こ
の
文
章
の
見
出
し
と
し
て
適
す
る
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア
〝
見
解
〟
の
相
異

イ
〝
技
術
〟
の
軽
視

ウ
〝
自
然
〟
の
効
用

エ
〝
文
化
〟
の
偏
重
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問
題
そ
の
五]

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

３

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
問
四
に
答
え
よ
。

「
む
む
、
す
ば
ら
し
い
」
。
江
戸
時
代
の
洒
落
本
に
こ
ん
な
表
現
が
出
て
く
る
と
、
学
者
泣
か
せ
だ
と
い
う
。

（注
）し
ゃ
れ

(

１)

【
す
ば
ら
し
い
】
に
は
〈
ひ
ど
い
、
物
事
の
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
、
見
事
で
あ
る
〉
（
日
本
国
語
大
辞
典
）
と
い
う
、
か
な
り
違
う
意
味
が
混
在
し
た
時
代
が
長
く

あ
っ
た
。
社
会
や
人
々
の
生
き
方
を
映
し
て
一
つ
に
収
束
す
る
の
が
言
葉
の
宿
命
だ
ろ
う
か
。

近
頃
の
言
葉
で
、
ど
こ
か
似
て
い
る
と
思
う
の
は
【
な
が
ら
】
で
あ
る
。
歩
行
者
に
十
分
気
を
使
い
な
が
ら
の
運
転
も
「
な
が
ら
運
転
」
と
呼
ん
で
い
い
は
ず
な
の
に
、

(

２)す
っ
か
り
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
片
手
の
運
転
を
示
す
言
葉
に
な
っ
て
い
る
。

月
か
ら
「
な
が
ら
運
転
」
の
バ
ッ
ソ
ク
を
強
化
す
る
こ
と
が
き
の
う
の
閣
議
で
決
ま
っ
た
。

①

12

反
則
金
が
３
倍
、
普
通
車
な
ら
１
万
８
０
０
０
円
に
な
る
。
愛
知
で
は
３
年
前
、
小
学
４
年
生
の
男
児
が
ポ
ケ
モ
ン
Ｇ
Ｏ
を
し
な
が
ら
運
転
し
て
い
た
男
の
ト
ラ
ッ
ク

に
は
ね
ら
れ
、
亡
く
な
っ
た
。
悲
し
み
の
な
か
、
「
な
が
ら
運
転
」
撲
滅
を
目
指
し
て
立
ち
上
が
っ
た
の
は
そ
の
父
で
あ
る
。
講
演
に
は
い
つ
も
、
事
故
の
シ
ョ
ウ
ゲ
キ

②

③

で
へ
こ
ん
だ
息
子
の
水
筒
を
持
参
し
た
。

反
則
金
の
効
果
に
期
待
は
す
る
に
し
て
も
、
被
害
者
の
痛
み
を
思
い
な
が
ら
の
運
転
に
ま
さ
る
撲
滅
法
は
あ
る
ま
い
。

(

３)

（
『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
九
年
九
月
一
四
日
朝
刊
「
編
集
手
帳
」
よ
り
）

（
注
）

個
人
名
に
関
す
る
箇
所
を
一
部
改
変
し
て
い
る
。

洒
落
本

江
戸
時
代
に
発
達
し
た
小
説
本
。
風
俗
描
写
の
短
編
小
説
。

し
ゃ
れ

問
一

傍
線
部
①
～
⑤
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
示
し
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。

①

バ
ッ
ソ
ク

②

撲
滅

③

シ
ョ
ウ
ゲ
キ

問
二

傍
線
部
（
１
）
「
学
者
泣
か
せ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
説
明
し
て
い
る
部
分
を
、
文
中
よ
り
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。

問
三

傍
線
部
（
２
）
「
近
頃
の
言
葉
で
、
ど
こ
か
似
て
い
る
と
思
う
の
は
【
な
が
ら
】
で
あ
る
」
と
は
、
何
と
何
が
ど
の
よ
う
に
似
て
い
る
と
い
う
の
か
。
本
文
中
の

語
句
を
用
い
て
五
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
四

傍
線
部
（
３
）
「
被
害
者
の
痛
み
を
思
い
な
が
ら
の
運
転
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
は
、
「
な
が
ら
運
転
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
と
は
微
妙
に
意
味
が
異
な
る
。

次
の
ア
～
カ
の
文
の
傍
線
部
に
注
目
し
、
「
な
が
ら
運
転
」
の
よ
う
に
言
葉
の
意
味
が
元
の
意
味
と
は
変
わ
っ
て
い
る
文
に
は
○
を
、
そ
う
で
な
い
文
に
は×
を
記

せ
。ア

温
室
育
ち
の
人
は
、
難
局
を
乗
り
切
れ
る
か
不
安
だ
。

イ

ご
親
切
に
し
て
い
た
だ
き
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ウ

そ
の
事
故
は
全
く
悲
惨
な
も
の
で
し
た
。

エ

こ
の
子
の
世
話
に
は
、
随
分
と
手
を
焼
い
た
も
の
だ
。

オ

あ
の
人
は
、
意
見
が
猫
の
目
の
よ
う
に
変
わ
る
。

カ

「
も
う
一
つ
い
か
が
で
す
か
」
と
い
わ
れ
、
「
結
構
で
す
」
と
い
っ
た
。



'20
受

験

国

語

[

解
答
用
紙]

Ⅰ
番

号

１

①

②

③

問
一

④

⑤

問
二

問
三

問
四

と
い
う
時
間
。

問
五

Ａ

Ｂ

問
六

Ａ
共
通
点

Ｂ
共
通
点

２

①

②

③

問
一

④

⑤

問
二

は
じ
め

終
わ
り

問
三

問
四

は
じ
め

終
わ
り

問
五

ａ

ｂ

問
六

問
七

問
八

３
問
一

①

②

③

問
二

か
ら
。

問
三

問
四

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

瓶

か
す

は
し
ご

覆
い

軌
跡

生

き

る

こ

と

も

死

ぬ

こ

と

も

理

解

で

き

ず

、

薄

闇

の

風

に

吹

か

れ

、

な

り

ゆ

き

で

生

き

て

い

る

自

分

。

エ

螢

は

ま

る

で

息

絶

え

て

し

ま

っ

た

み

た

い

に

、

そ

の

ま

ま

ぴ

く

り

と

も

動

か

な

か

っ

た

行

き

場

を

失

っ

た

魂

「
僕
」

突
撃
隊

「
僕
」

螢

寮
の
同
室
に
住
む
大
学
生

行
き
場
を
失
い
弱
い
光
を
放
つ
螢
と
生
へ
の
不
安
を
感
じ
て
い
る｢

僕｣

を
同
化
さ
せ
て
い
る
。

介
在

軽
重

こ
こ
ろ
よ

憂
慮

追
及

人

間

が

自

然

暗

黙

の

思

想

日

本

人

は

、

意

図

的

で

な

い

「

自

然

な

」

働

き

か

け

を

プ

ラ

ス

と

し

て

感

じ

、

「

不

自

然

」

な

働

き

か

け

を

マ

イ

ナ

ス

と

し

て

受

け

取

る

か

ら

。

ぎ

こ

ち

な

い

表

現

「

け

な

げ

な

」

姿

ア

ウ

日

本

人

に

は

、

表

現

を

工

夫

す

る

レ

ト

リ

ッ

ク

の

効

用

の

考

え

方

を

受

け

入

れ

る

こ

と

が

困

難

で

あ

る

と

い

う

こ

と

。

エ

イ

罰
則

ぼ
く
め
つ

衝
撃

か

な

り

違

う

意

味

が

混

在

し

た

時

代

が

長

く

あ

っ

た

【

す

ば

ら

し

い

】

も

【

な

が

ら

】

も

、

そ

の

意

味

が

元

の

意

味

か

ら

変

化

し

て

一

つ

に

収

束

す

る

と

い

う

宿

命

を

帯

び

て

い

る

点

。

×

○

○

×
×

○

か

と

と
さ



このテストの得点の平均値が 6 ( 点) であるとき，40 人の得点の総和の値は  ( 点) である。 ここで，得点が 6 ( 点)タ

となる人数と得点が 8 ( 点) となる人数をそれぞれ ，  とすると ，  の値は，  ＝  ，  ＝  である。 この a b a b a チ b ツ

とき，得点の中央値の値は  ( 点) であり，第 1 四分位数の値は  ( 点) である。テ ト  

(4) 次の表は 10 点満点のテストの得点別人数を表したものである。 

 

数 学（ 数Ⅰ・数 A ） ［ 問 題 そ の １］ 
解答はすべて解答用紙に記入せよ。  

 

 

 

 

 

( ’20 －Ⅰ ) 

　　
　　 　 １ 　次の文の  の中に入れるべき適当な数または式を解答欄に記入せよ。
　　

(1) （ⅰ）　(  ＋2  ＋2) ( 2 －  ＋2 ) を展開して整理した式は  である。x x 2 x x 2 ア

（ⅱ）　6  －11   －10  を因数分解すると  である。x 2 x y y 2 イ

（ⅲ）  
2  ＋1

1
 ＋

3  ＋ 2

1
 を計算して簡単にした値は  である。ウ

（ⅳ）　2次方程式  ＋6  ＋7 －  ＝0 が重解をもつような定数  の値は  である。x 2 x a a エ

（ⅴ）　6 人の中から 4 人を選ぶとき，その 4 人の選び方は  通りである。オ  

(2) 2次関数  ＝  ＋2  ＋3  ( ただし，  は定数) の頂点の  座標は  を用いて  ＝  と表される。 このy x 2 ax a a x a x カ

関数  において最小値を  とすると，  は  を用いて  ＝  と表される。 また，  ＝－10 となるときの  のy m m a m キ m a

値は  ＝  ，  ( ただし，  ＜  ) である。 ここで，  の値が最大となるときの  の値はa ク ケ ク ケ m a

 であり，そのときの  の値は  である。コ m サ  

(3) SEIMEI の 6 文字をすべて 使って文字列を作るとき，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ⅰ）　並べ方の総数は  通りである。シ

（ⅱ）　S と M とが両端にある並べ方は  通りである。ス

（ⅲ）  I と I とが隣り合う並べ方は  通りである。セ

（ⅳ）　S と M とが隣り合わない並べ方は  通りである。ソ  

得点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 

人数 1 1 2 2 4 5 a 6 b 4 2 40 

 



 

数 学（ 数Ⅰ・数 A ） ［ 問 題 そ の 2 ］ 
解答はすべて解答用紙に記入せよ。 

 

 

 

( 以下の余白は計算用に使ってよい。) 

 

　
　 ∠ABC が鈍角である △ ABC において，AB ＝4，BC ＝5，sin ∠ABC ＝

5

2 6
である。  ここで，△ ABC につい  ２

て その外接円の半径を ，内接円の半径を  ，面積を  とする。 このとき，次の (1)，(2) について，(1) は文中のR r S

 の中に入れるべき適当な数を，(2) は解答の過程と答えを，それぞれ解答欄に記入せよ。 

(1) cos ∠ABC の値が  となることから，余弦定理より辺 AC の長さは  となる。 また，正弦定理より  をア イ R

求めると，  の値は  となる。 ここで，  の値は  となるので，  の値は  である。R ウ S エ r オ  

( ’20 －Ⅰ ) 

(2)  △ ABC の外接円で点 B を含まない方の弧 AC 上に点 D をとる。 弧 AD と弧 CD の長さが等しくなるときの △ ACD

   の面積  の値を求めよ。 ただし，解答の過程に関して，（1）で求めた結果は そのまま用いてよい。T  



 

数 学（ 数Ⅰ・数 A ）［ 解 答 用 紙 ］ 
 

 

 

 

(1) 

ア 4 ＋7  ＋4x 4 x 2
 イ ( 2  －5 ) ( 3  ＋2 )x y x y  ウ 3  －1 

エ －2 オ 15 

  

(2) 

カ －a キ －  ＋ 3a 2 a ク －2 

ケ 5 コ 
2

3

 
サ 

4

9

 

  

(3) シ 180 ス 12 セ 60 ソ 120 

 

(4) タ 240 チ 7 ツ 6 テ 6 ト 4.5 

 

 

 

(1) ア －
5

1

 
イ 7 ウ 

24

35 6

 
エ 4 6  オ 

2

6

 

 

(2) 

解  

 

答 

 

の 

 

過 

 

程 

△ ACD は，AD ＝CD の二等辺三角形となり，四角形 ABCD が円に内接することから，∠ADC ＝180 －∠ABC であ°

る。 このとき，sin ∠ADC ＝ sin ∠ABC ＝
5

2 6
 となる。

ここで，AD ＝CD ＝  とすると，  ＝
2

1
  ・  ・ sin ∠ADC ＝

5

6
である。x T x x x　2

一方，△ ACD に余弦定理を用いると，

AC  ＝AD  ＋CD  －2 ・ AD ・ CD ・ cos ∠ADC ⇔ 7  ＝  ＋  －2 ・  ・  ・ ( －cos ∠ABC )  2  2  2  2 x 2 x 2 x x

⇔ 49 ＝2 －
5

 2 
 ⇔　  ＝

8

5 ・ 49
 となる。x 2

x 2

x 2

以上より，  ＝
5

6
 ・ 

8

5 ・ 49
 ＝

8

49 6
 である。T

 

 

答 
  

 ＝
8

49 6
T

 

 

’20 
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番 号 

 

　
  １　

　
  ２　

解 答 例 











     次の英文を読んで， 問いに答えよ。

Everyone knows what is supposed to happen when two English people who have never met before come face to face in a train – they 

start talking about the weather. In some cases this may simply be because  (1) they  happen to find the subject interesting. Most 

people, though, are not particularly interested in analyses of climatic conditions, so there must be other reasons for conversations of 

this kind. One explanation is that it can often be quite embarrassing to be alone in the company of someone you are not acquainted 

with and not speak to  (2) them .  If no conversation takes place the atmosphere can become rather strained. However, by talking to 

the other person about some neutral topic like the weather, it is possible to strike up a relationship without actually having to say 

very much. Train conversations of this kind – and  (3) they  do happen, although not of course as often as the popular myth supposes 

– are a good example of the sort of important social function that is often fulfilled by language. Language is not simply a means 

of communicating information – about the weather or any other subject.  A It is also a very important means of establishing and 

maintaining relationships with other people.  Probably the most important thing about the conversation between our two English 

people is not the words they are using, but the fact that they are talking at all. 

　　There is also a second explanation. It is quite possible that the first English person, probably subconsciously, would like to get 

to know certain things about the second – for instance what sort of job they do and what social status they have. Without this kind 

of information he or she will not be sure exactly how to behave towards  (4) them .  The first person can, of course, make intelligent 

guesses about the second from their clothes, and other visual clues, but can hardly – this is true of England though not necessarily of 

elsewhere – ask direct questions about their social background, at least not at this stage of the relationship. What he or she can do – 

and any reasoning along these lines is again usually subconscious – is  [ conversation engage in them to ] .  The first person is 

then likely to find out certain things about the other person quite easily. These things will be learnt not so much from what the other 

person says as from how it is said, for  B whenever we speak we cannot avoid giving our listeners clues about our origins and the sort 

of person we are  .  Our accent and our speech generally show where we come from, and what sort of background we have. We may 

even give some indication of certain of our ideas and attitudes, and all of this information can be used by the people we are speaking 

with to help them formulate an opinion about us.

　　These two aspects of language behaviour are very important from a social point of view: first, the function of language in 

establishing social relationships; and, second, the role played by language in conveying information about the speaker. It is clear 

that both these aspects of linguistic behaviour are reflections of the fact that there is a close inter-relationship between language and 

society.

[Adapted from Sociolinguistics by Peter Trudgill]

 注	 be acquainted with someone：	know someone slightly	 	 strained：	not relaxed or comfortable	 	 fulfill：	carry out

 subconsciously：	気付かずに	 	 elsewhere：	somewhere else  subconscious：	（はっきりと）気付いていない

 learnt：	learned   certain of：	some of  formulate：	express  behaviour：	behavior	

	 inter-relationship：	a connection between two things that make them affect each other

英 語［ 問題その１］

解答はすべて解答用紙に記入せよ。

1

 （’20－Ⅰ）

【出典】550 words from Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society, Fourth Edition by Copyright © Peter Trudgill
              1974, 1983, 1995, 2000, published by Pelican Books 1947, 1983, Penguin Group 1990, 1995, 2000. 
              Reproduced by permission of Penguin Group Ltd ©



１　[　　] 内の下線を施した語を並べかえて英文を完成せよ。

２　下線部 A を和訳せよ。

３　下線部 B を和訳せよ。

４　下線部 (1) ～ (4) の代名詞が指すものを， ア～サから選び， 記号で答えよ。

 ア　certain things  イ　everyone   ウ　intelligent guesses エ　most people

 オ　the first person  カ　the second person キ　some cases  ク　the words they are using

 ケ　two English people コ　train conversations of this kind  サ　someone you are not acquainted with

５　本文の内容と合っているものを， ア～ケから４つ選び， 記号で答えよ。

 ア　People sometimes talk to others just because they want to be heard so badly.

 イ　If two strangers in a train start talking about the weather, they are English.

 ウ　Talking to others about a neutral topic can help establish a relationship with them.

 エ　Information about the listener can be learned from how he or she listens.

 オ　The author thinks of language as a way of communicating information.

 カ　Our accent and speech reveal our origins, backgrounds and, possibly, opinions.

 キ　English people cannot resist collecting information about strangers.

 ク　English people rarely ask strangers direct questions about their social background.

 ケ　We can learn about the speaker more from what they say than from how they say it.

     次の各文の (  ) 内に入れるべき語句を， ア～エから選び， 記号で答えよ。

１　　Could you please lend me (   ) money?

 ア　a few  イ　few  ウ　many  エ　some

２　　I saw your sister (   ) lunch at the cafe, so I waved at her.

 ア　had  イ　has  ウ　having  エ　to have

３　　I found it easy (   ) the birds.

 ア　being fed  イ　fed  ウ　feed  エ　to feed

４　　The older he grew, the (   ) he wanted to eat meat.

 ア　less  イ　little  ウ　most  エ　much

５　　We are afraid that he will (   ) our offer.

 ア　turn down イ　turn off  ウ　turn on  エ　turn out

６　　The point is (   ) he will come or not.

 ア　because  イ　either  ウ　since  エ　whether

７　　(   ) president of our company is speaking on TV tonight.

 ア　A   イ　Past  ウ　Present  エ　The

８　　I can take you to the restaurant in (   ) my brother works. my brother works.

 ア　that  イ　what  ウ　which  エ　who

９　　If Alice had asked me yesterday, I could (   ) her what happened to him.If Alice had asked me yesterday, I could (   ) her what happened to him.

 ア　 ア　be told  be told  イ　イ　have been toldhave been told ウ　 ウ　have toldhave told  エ　  エ　telltell

英 語［ 問題その２］

解答はすべて解答用紙に記入せよ。

 （’20－Ⅰ）

２



英 語［ 問題その３］

解答はすべて解答用紙に記入せよ。

     次の各文の (  ) 内に入る前置詞を， ア～タから選び， 記号で答えよ。

１　　There are some plates and cups (   ) the top shelf.

２　　Whatever happens, I will stand up (   ) my brother’s right.

３　　We have to hand in our report (   ) the deadline.

４　　(   ) all, I didn’t understand what he was trying to say.

５　　My grandmother filled a cup (   ) hot water and put a tea bag in it.

６　　(   ) which language do you usually write letters?

７　　The post office is (   ) the street from the movie theater.

８　　He couldn’t get rid (   ) the bad habit of smoking.

９　　We lived in China (   ) 2010 to 2015. 

	 ア　about イ　across ウ　after エ　as  オ　between カ　by  キ　for ク　from 

	 ケ　in  コ　into サ　of  シ　on  ス　than セ　through ソ　with タ　without 

     次の各組の二文がほぼ同じ意味を表すように， (  ) 内に適当な語を入れよ。

１　　My father plays tennis well.

　　　My father is a (   ) tennis (   ) .

２　　One cannot tell what will happen tomorrow. 

　　　There is (   ) (   ) what will happen tomorrow.

３　　Natsume Soseki wrote I am a Cat.

　　　I am a Cat (   ) (   ) by Natsume Soseki.

     日本文の意味を表すように， (  ) 内の下線を施した語句を並べかえて英文を完成せよ。

１　　彼は映画の最中に眠りに落ちた。

　　　( asleep during fell movie he the ) .

２　　あなたではなく，私がスピーチをします。

　　　( a speech am but give I not to you ) .

３　　今あなたと一緒だったらなあと思う。

　　　I ( I now wish with were you ) .

４　　ウェンディーは親切にも私たちを助けてくれた。

　　　( enough help kind to us was Wendy ) .

５　　厳密に言えば，彼女の意見は私の意見とは異なる。

　　　( different from her is mine opinion speaking, strictly ) .

 （’20－Ⅰ）

３

５

４



４ 

英 語［解答用紙］

1

			受				験	

			番				号	

 ’20

  		Ⅰ

２

３

５

４

１

２

３

５

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

２ ３

１

２

３

４

５

１

(1) (2) (3) (4)

解答例

  

  

	 	

ケ コサ カ ウ オ カ ク

エ ウ エ ア ア エ エ ウ ウ

シ キ カ ウ ソ ケ イ サ ク

good player no telling was written

       to  engage  them  in  conversation

	 	 	 	 	 それ（言語）は他者との関係を確立し，維持するための

	 	 	 	 	 とても重要な手段でもある（のだ）。

	 	 	 	 	 我々が話すときは必ず聞き手に対して自身の出自や人柄

	 	 	 	 	 に関する手がかりを与えてしまうもの（なの）だ。

      He  fell  asleep  during  the  movie.

      Not  you  but  I  am  to  give  a  speech.

      I  wish  I  were  with  you  now.

      Wendy  was  kind  enough  to  help  us.

      Strictly  speaking,  her  opinion  is  different  from  mine.


