
平
成
二
十
八
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試 

【
二
月
四
日
】 

解
答
解
説
（
国
語
） 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

近
年
「
読
む
」
能
力
と
と
も
に
、「
話
す
・
聞
く
・
書
く
」
能
力
の

育
成
に
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
入
試
に
お
い
て
は
、「
書
く
」
能
力
を
判

定
す
る
記
述
式
の
問
題
と
と
も
に
、
ス
ピ
ー
チ
・
発
表
・
話
し
合
い
な
ど
、「
話

す
・
聞
く
」
能
力
を
判
定
す
る
会
話
形
式
の
問
題
も
頻
繁
に
出
題
さ
れ
て
い

ま
す
。
会
話
形
式
の
問
題
で
は
、
発
言
者
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
の
主
旨
や
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
る
言
葉
を
的
確
に
つ
か
み
、
発
言
の
内
容
を
正
確
に
読
み
取
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
普
段
か
ら
人
の
発
言
な
ど
を
注
意
深
く
聞
き
、
す
ぐ
に

頭
の
中
で
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
訓
練
を
す
る
よ
う
に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

自
宅
に
い
な 

② 

要
介
護
状
態
に
な
っ
て
も 

③ 

ア 

④ 

Ａ 

こ
と
わ
ざ 

 
 

Ｂ 

故
事
成
語 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
発
言
の
内
容
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

岡お
か

田だ

さ
ん
は
、
三
日
間
の
職
場
体
験
で
、
あ
る
女
性
か
ら
聞
い
た
「
孫

の
顔
を
毎
日
見
な
が
ら
暮
ら
せ
た
ら
ど
ん
な
に
い
い
か
…
…
」
と
い
う
言

葉
が
気
に
な
り
、「
自
宅
に
い
な
が
ら
、
行
き
届
い
た
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
な
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
い
た
の
で
す
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
発
言
の
内
容
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

岡
田
さ
ん
は
、
ス
ピ
ー
チ
の
中
で
、
介
護
に
関
す
る
国
の
政
策
で
あ
る

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
の
政
策

で
は
、「
要
介
護
状
態
に
な
っ
て
も
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
つ
つ
、
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
続
け
ら
れ
る
こ
と
」
を
目
標
と

し
て
い
ま
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
ス
ピ
ー
チ
の
特
徴
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

岡
田
さ
ん
は
、
三
日
間
の
職
場
体
験
を
も
と
に
、
自
分
の
考
え
た
こ
と

や
調
べ
た
情
報
を
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
資

料
の
説
明
で
は
、
「
四
割
以
上
の
人
」
「
六
割
以
上
の
人
」
な
ど
と
大
ま
か

に
分
析
し
て
、
聞
き
手
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。
最

後
の
部
分
で
は
、「
皆
さ
ん
も
自
分
の
興
味
の
あ
る
こ
と
に
は
積
極
的
に
足

を
踏
み
入
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と
呼
び
か
け
て
、
聞
き
手
の
注
意
を
引

い
て
い
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

昔
か
ら
言
い
習
わ
さ
れ
た
こ
と
わ
ざ
や
、
中
国
の
古
典
に
由
来
す
る
故

事
成
語
は
、
今
も
日
常
生
活
の
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
」
は
、『
趙

ち
ょ
う

充
じ
ゅ
う

国こ
く

伝で
ん

』
の
中
で
、
前
漢
の
将
軍

趙
充
国
が
戦
時
に
言
っ
た
「
百
聞
は
一
見
に
及
ば
な
い
。
前
線
は
遠
い
の

で
戦
略
を
立
て
に
く
い
。
私
自
身
が
馬
で
金き

ん

城
じ
ょ
う

に
行
き
、
戦
略
を
申
し
上

げ
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
言
葉
に
由
来
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

文
学
的
文
章
（
小
説
）
の
読
解
で
す
。
小
説
は
、
主
人
公
の
も
の

の
考
え
方
や
感
性
、
そ
の
生
き
方
な
ど
を
通
し
て
、
人
間
と
は
何
か
、
生
き

る
こ
と
の
意
味
は
何
か
な
ど
、
人
間
に
と
っ
て
重
要
な
テ
ー
マ
を
読
者
に
訴

え
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
宮み

や

城ぎ

谷た
に

昌ま
さ

光み
つ

の
『
海
辺
の
小
さ

な
町
』
を
題
材
に
、
主
人
公
た
ち
の
行
動
や
、
心
の
動
き
を
読
み
取
り
ま
す
。

小
説
を
読
む
と
き
に
は
、
で
き
る
だ
け
登
場
人
物
の
立
場
に
立
っ
て
、
そ
の

境
遇
や
心
情
に
寄
り
添
い
な
が
ら
読
む
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓐ 

拝
（
む
） 
 

ⓑ 

謝
（
っ
て
） 

 

ⓖ 

獲
得 

② 

Ａ 

学
習
を
重
ね
て
き
た 

 
 

Ｂ 

ひ
た
む
き
さ 

③ 

ウ 

④ 

闘
志
が
湧
い
て
き
た 

正
面
で
受
け
止
め
よ
う 

⑤ 

例 

写
真
と
同
様
に
、
ク
イ
ズ
で
は
全
体
の
流
れ
を
見
極
め
て
、
タ
イ

ミ
ン
グ
よ
く
ボ
タ
ン
を
押
す
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
。
（
48
字
） 

⑥ 

エ 

【
解 

説
】 

① 

ⓑ
「
謝
る
」
は
、
同
訓
異
字
の
「
誤
る
」
と
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
指
示
語
の
指
す
内
容
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

指
示
語
の
指
す
内
容
は
、
そ
れ
よ
り
前
の
部
分
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
で
、
ⓒ
の
直
前
の
段
落
に
着
目
し
ま
し
ょ
う
。
雄ゆ

う

二じ

が
思
い
描

い
て
い
る
「
こ
う
あ
る
べ
き
」
姿
と
は
、
ク
イ
ズ
番
組
に
出
演
す
る
た
め

に
「
学
習
を
重
ね
て
き
た
」、
啓

は
じ
め

の
「
ひ
た
む
き
さ
」
を
指
し
て
い
ま
す
。

努
力
し
て
見
事
に
予
選
を
突
破
し
た
啓
の
姿
を
見
て
、
雄
二
自
身
も
写
真

で
「
入
選
し
た
い
と
思
う
の
な
ら
、
ひ
た
む
き
に
押
し
て
ゆ
く
し
か
な
い
」

と
気
づ
い
た
の
で
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

前
後
の
内
容
か
ら
、
雄
二
が
ク
イ
ズ
番
組
で
の
戦
い
を
「
正
面
で
受
け

止
め
よ
う
」
と
決
意
し
た
こ
と
を
読
み
取
り
ま
し
ょ
う
。
ア
は
「
事
前
に

考
え
を
調
整
し
て
お
く
」、
イ
は
「
知
っ
た
こ
と
を
他
人
に
言
わ
ず
に
心
の

中
に
し
ま
っ
て
お
く
」
、
ウ
は
「
覚
悟
を
決
め
る
」
、
エ
は
「
怒
り
を
心
の

中
に
し
ま
っ
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
ⓓ
に
最
適
な
の
は
ウ
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
人
物
の
心
情
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

雄
二
の
「
勝
と
う
」
と
い
う
一
言
を
聞
い
て
、
啓
が
「
雄
二
の
心
の
所

在
」
を
知
っ
た
こ
と
を
捉
え
ま
し
ょ
う
。
「
勝
と
う
」
と
い
う
言
葉
に
は
、

雄
二
の
闘
志
や
決
勝
に
か
け
る
決
意
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
「
闘
志
が
湧
い
て
き
た
」
「
正
面
で
受
け
止
め
よ
う
」
と
い
う
言
葉

に
、
こ
の
と
き
の
雄
二
の
心
情
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

⑤ 

ポ
イ
ン
ト
《
比
喩
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
シ
ャ
ッ
タ
ー
・
チ
ャ
ン
ス
」
と
は
、
カ
メ
ラ
で
「
動
い
て
い
る
も
の
な

ど
を
撮
影
す
る
と
き
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
る
の
に
最
も
よ
い
瞬
間
」
の
こ

と
で
す
。
啓
は
、
ク
イ
ズ
の
「
ボ
タ
ン
を
押
す
タ
イ
ミ
ン
グ
」
を
、
写
真

の
「
シ
ャ
ッ
タ
ー
・
チ
ャ
ン
ス
」
に
た
と
え
て
、
そ
の
重
要
性
を
雄
二
に

伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
ま
た
、
写
真
を
撮
影
す
る
と
き
に
「
全
体
の

流
れ
を
見
極
め
て
お
き
、
部
分
を
切
り
取
る
」
こ
と
が
大
切
で
あ
る
よ
う

に
、
ク
イ
ズ
で
も
「
問
い
の
先
」
を
読
む
こ
と
や
「
じ
っ
と
待
っ
て
、
正

解
を
答
え
」
る
こ
と
な
ど
が
大
切
な
の
で
す
。
ⓕ
の
前
後
の
内
容
に
着
目

し
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
条
件
に
合
う
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 

⑥ 

ポ
イ
ン
ト
《
人
物
の
心
情
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

会
場
か
ら
の
拍
手
が
「
快
く
胸
と
腹
に
響
い
た
」
と
い
う
描
写
か
ら
、

雄
二
は
優
勝
こ
そ
逃
し
た
も
の
の
、
全
力
を
尽
く
し
て
戦
っ
た
後
の
心
地

よ
い
充
実
感
を
味
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。
ま
た
、
雄
二
は

こ
れ
ま
で
「
た
か
が
ク
イ
ズ
じ
ゃ
な
い
か
」
と
「
啓
の
ひ
た
む
き
さ
を
斜

め
に
見
て
」
い
ま
し
た
が
、
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
全
力
で
臨
ん
だ
こ
と

に
よ
り
、
写
真
に
も
通
じ
る
よ
う
な
教
訓
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、「
物

事
に
対
す
る
心
の
構
え
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
」
を
自
覚
し
て
い
る
の

で
す
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

説
明
的
文
章
の
読
解
で
す
。
論
説
文
は
、
あ
る
テ
ー
マ
に
関
す
る

研
究
内
容
や
デ
ー
タ
な
ど
に
つ
い
て
、
筆
者
が
考
え
を
述
べ
た
文
章
で
す
。

こ
こ
で
は
、
多た

田だ

道み
ち

太た

郎ろ
う

の
『
し
ぐ
さ
の
日
本
文
化
』
を
題
材
に
、
人
の
し

ぐ
さ
や
一
国
の
文
化
の
成
り
立
ち
な
ど
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
論
説
文
を
読

む
と
き
に
は
、
そ
の
文
章
が
何
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
か
を
理
解
し
、
そ

こ
か
ら
筆
者
が
ど
う
い
う
結
論
や
考
え
方
を
導
き
出
し
て
い
る
か
を
読
み
取

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓒ 

よ
く
あ
つ 

 

ⓔ 

が
い
ね
ん 

 

ⓖ 

と
う
と
〔
た
っ
と
〕（
し
） 

② 

イ 

③ 

Ａ 

互
い
に
互
い
を
ま
ね
合
う 

 
 

Ｂ 

変
わ
り
に
く
く
、
恒
常
的
で
あ
る 

④ 

ウ
・
オ 

⑤ 

固
定
し
た
素
材
に
よ
る
芸
術
的
営
み 

⑥ 

例 

中
国
で
は
、
専
門
家
だ
け
で
な
く
、
万
人
が
地
上
の
日
常
的
な
芸

術
を
倣
う
こ
と
に
価
値
の
発
生
と
伝
承
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
他

人
に
倣
い
、
そ
こ
に
微
妙
な
個
性
を
発
揮
す
る
と
い
う
態
度
が
一
般
的
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
。
（
92
字
） 

1

3

選
抜
一
期
①
・
国
語 

2



【
解 

説
】 

① 

ⓖ
「
尊
（
し
）
」
は
、「
と
お
と
（
し
）」
と
書
か
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。 

② 
ポ
イ
ン
ト
《
文
脈
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ⓐ
は
、「
父
親
と
違
っ
た
こ
と
を
し
、
違
っ
た
態
度
を
取
る
こ
と
で
自
分

の
特
異
性
、
ひ
い
て
は
独
創
性
を
発
揮
し
た
い
と
願
う
人
は
決
し
て
珍
し

く
な
い
」
が
、「
そ
う
い
う
人
が
、
父
親
の
年
齢
に
な
る
と
、
ふ
と
自
分
と

父
親
と
の
相
似
に
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
逆
接
の

接
続
語
「
と
こ
ろ
が
」
が
入
り
ま
す
。
ⓑ
は
、「
自
分
と
父
親
と
の
相
似
」

の
例
と
し
て
、「
日
常
の
身
振
り
と
い
っ
た
ご
く
些さ

細さ
い

な
こ
と
」
を
挙
げ
て

い
る
の
で
、
説
明
・
補
足
の
接
続
語
「
た
と
え
ば
」
が
入
り
ま
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ⓓ
の
直
後
の
段
落
で
、
筆
者
は
「
子
供
が
母
親
の
し
ぐ
さ
を
ま
ね
て
成

長
す
る
よ
う
に
、
あ
る
文
化
は
、
そ
れ
を
担に

な

う
人
々
が
互
い
に
互
い
を
ま

ね
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ⓓ
の
二

つ
後
の
段
落
で
、
筆
者
は
「
ま
ね
る
こ
と
」
の
中
で
も
、
生
き
方
や
個
性

の
よ
う
な
意
識
の
部
分
よ
り
も
、
身
振
り
や
し
ぐ
さ
の
よ
う
な
無
意
識
の

部
分
の
ほ
う
が
「
変
わ
り
に
く
く
、
恒
常
的
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
一
国
の
文
化
も
無
意
識
の
部
分
か
ら
逃
れ
る
こ
と

は
難
し
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《「
な
い
」
の
識
別
が
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ⓕ
と
ウ
・
オ
の
「
な
い
」
は
、
否
定
（
打
ち
消
し
）
の
意
味
を
表
す
助

動
詞
で
す
。
ア
は
本
来
の
意
味
が
薄
れ
、
上
の
語
の
意
味
を
補
う
補
助
（
形

式
）
形
容
詞
の
「
な
い
」、
イ
は
形
容
詞
「
何
気
な
い
」
の
一
部
で
す
。
エ

は
「
存
在
し
な
い
」
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
「
な
い
」
で
す
。 

⑤ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

中
国
の
芸
術
に
詳
し
い
吉よ

し

川か
わ

幸こ
う

次じ

郎ろ
う

氏
の
言
葉
を
引
用
し
た
部
分
に
着

目
し
ま
し
ょ
う
。
吉
川
氏
は
中
国
の
芸
術
に
お
い
て
最
も
重
要
な
こ
と
は

「
素
材
の
固
定
」
で
あ
り
、
中
国
の
芸
術
を
「
固
定
し
た
素
材
に
よ
る
芸

術
的
営
み
」
だ
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
そ
の
営
み
は
、「
音
楽
に
た
と
え
れ

ば
作
曲
で
な
く
て
、
演
奏
」
で
あ
り
、「
与
え
ら
れ
た
楽
譜
を
い
か
に
演
奏

す
る
か
」
、
つ
ま
り
、
「
一
定
し
た
形
象
に
の
っ
と
り
な
が
ら
、
し
か
も
同

時
に
微
妙
な
個
性
を
そ
こ
に
発
揮
す
る
」
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。 

⑥ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
理
解
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

文
章
の
最
後
か
ら
五
つ
目
の
段
落
で
、
筆
者
は
吉
川
氏
の
考
え
を
紹
介

し
、
中
国
に
お
い
て
「
模
倣
」
が
尊
重
さ
れ
る
の
に
は
「
二
つ
の
積
極
的

な
理
由
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
後
に
続
く
文
章
を
読
む
と
、
二
つ

の
理
由
と
は
「
身
近
な
こ
の
世
の
も
の
を
尊
重
し
よ
う
と
い
う
態
度
」
と

「
芸
術
は
…
…
専
門
家
の
仕
事
で
は
な
く
、
万
人
が
参
与
し
う
る
形
態
に

あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
精
神
」
の
こ
と
で
、
端
的
に
表
現
す
る
と
「
日

常
的
で
あ
り
、
し
か
も
非
専
門
家
的
で
あ
る
」
こ
と
だ
と
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
で
は
「
常
な
る
人
が
地
上
の
芸
術
を
倣な

ら

う
」
こ
と
に

「
価
値
の
発
生
と
伝
承
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
他
人
に
倣
い
、

そ
こ
に
微
妙
な
味
を
出
す
と
い
う
態
度
が
一
般
的
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
、
指
定
の
字
数
に
合
わ
せ
て
ま
と
め
ま
し

ょ
う
。 

 

 

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

古
文
と
そ
の
解
説
文
の
読
解
問
題
で
す
。
古
典
文
学
は
、
日
本
人

の
感
性
や
独
特
の
文
化
を
創
り
上
げ
る

礎
い
し
ず
え

と
な
っ
た
貴
重
な
も
の
で
す
。

こ
こ
で
は
、『
徒つ

れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』
に
つ
い
て
、
森も

り

本も
と

哲て
つ

郎ろ
う

が
解
説
を
書
い
た
も
の
が
題

材
に
な
っ
て
い
ま
す
。
古
文
は
、
か
な
づ
か
い
や
表
現
法
が
現
代
と
違
い
、

難
解
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
作
品
を
通
し
て
、
古

い
に
し
え

の

人
た
ち
の
心
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

決
し
て
派
手 

② 

た
ま
わ
る
き
わ
は 

③ 

例 

当
世
風
の
も
の
は
下
品
で
、
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
る
（
20
字
） 

④ 

ア
・
オ 

 

【
現
代
語
訳
】 

さ
て
も
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
か
ら
に
は
、（
誰
で
も
）
願
わ
し
い
と
思

う
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
も
の
の
よ
う
だ
。 

帝
み
か
ど

の
御
位
に
つ
い
て
は
申
し
上
げ
る
の
も
恐
れ
多
い
。
帝
の
ご
子
孫
で
あ

れ
ば
、
孫そ

ん

王の
う

方が
た

の
よ
う
な
末
流
に
至
る
ま
で
、
人
間
の
血
筋
で
は
な
い
の
が

誠
に
尊
い
こ
と
で
あ
る
。
摂せ

っ

政
し
ょ
う

・
関
白
の
ご
様
子
は
今
さ
ら
申
す
ま
で
も
な

い
。
朝
廷
か
ら
警
固
役
の
舎
人

と

ね

り

な
ど
を
つ
け
て
い
た
だ
く
身
分
の
人
は
、
と

り
わ
け
立
派
に
見
え
る
。
こ
ん
な
人
た
ち
の
子
や
孫
ま
で
は
、
た
と
え
落
ち

ぶ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
も
、
や
は
り
優
雅
な
も
の
で
あ
る
。 

（
第
一
段
） 

 

何
事
で
も
、
全
て
古
い
時
代
ば
か
り
が
特
別
に
慕
わ
し
く
思
わ
れ
る
。
今

の
世
の
こ
と
は
何
と
も
言
い
よ
う
の
な
い
ほ
ど
下
品
に
な
っ
て
い
く
よ
う
だ
。

あ
の
木
工
の
作
っ
た
、
美
し
い
器

う
つ
わ

物も
の

も
、
古
風
な
姿
の
も
の
が
特
に
趣
が
あ

る
よ
う
に
見
え
る
。 

手
紙
の
言
葉
な
ど
、
昔
の
反
古

ほ

ご

類
に
書
い
て
あ
る
の
は
立
派
な
も
の
だ
。

日
常
の
会
話
で
使
う
言
葉
も
次
第
に
情
け
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
ば
か
り

の
よ
う
で
あ
る
。 

 
 

 
 

（
第
二
十
二
段
） 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

『
徒
然
草
』
第
一
段
を
引
用
し
た
部
分
の
後
に
、
「
い
ち
ば
ん
願
わ
し
い

こ
と
は
、
な
ま
め
か
し
く
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
」
と
あ
る
こ
と
に
着
目
し

ま
し
ょ
う
。
「
な
ま
め
か
し
い
」
と
は
、
「
決
し
て
派
手
や
か
で
は
な
い
が

気
品
が
に
じ
み
出
て
い
て
美
し
く
感
じ
ら
れ
る
」
こ
と
で
、「
身
の
処
し
方
、

生
き
方
に
お
い
て
兼け

ん

好こ
う

が
何
よ
り
重
視
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
『
奥
ゆ
か

し
さ
』
『
上
品
さ
』
な
の
だ
」
と
筆
者
は
述
べ
て
い
ま
す
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
か
な
づ
か
い
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

歴
史
的
か
な
づ
か
い
の
語
頭
と
助
詞
以
外
の
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」

は
「
わ
・
い
・
う
・
え
・
お
」
に
直
し
ま
す
。「
き
は
は
」
は
、
漢
字
で
書

く
と
「
際き

は

は
」
と
な
り
、
最
後
の
「
は
」
は
助
詞
な
の
で
、「
わ
」
に
直
さ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

③ 
ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

兼
好
は
、「
何
事
で
も
、
全
て
古
い
時
代
ば
か
り
が
特
別
に
慕
わ
し
く
思

わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
た
だ
古
き
世
を
懐な

つ

か
し
ん
で
い
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
を
捉
え
ま
し
ょ
う
。
器
物
か
ら
言
葉
に
至
る
ま
で
、「
今
の

世
の
こ
と
は
何
と
も
言
い
よ
う
の
な
い
ほ
ど
下
品
に
な
っ
て
い
く
」
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
た
め
、
先
人
が
つ
く
り
上
げ
た
文
化
的
な
価
値
に
共
感
し

て
い
る
の
で
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

文
章
の
内
容
か
ら
、「
文
化
と
は
、
あ
く
ま
で
歴
史
の
流
れ
に
成
り
立
つ

も
の
で
あ
り
、
伝
統
と
遺
産
の
上
に
花
咲
く
も
の
」
だ
か
ら
、「
問
題
は
伝

統
と
革
新
を
ど
う
つ
な
げ
る
か
に
あ
る
」
と
い
う
筆
者
の
主
張
を
読
み
取

り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
兼
好
は
「
せ
っ
か
く
先
人
が
つ
く
り
上
げ
た
文
化

的
な
価
値
を
後
人
が
台
な
し
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
こ
と
に
慨
嘆
し
て

い
ま
し
た
が
、
現
代
の
日
本
人
も
同
じ
よ
う
な
状
態
で
あ
る
た
め
、
筆
者

は
「
も
う
一
度
兼
好
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
」
と
考
え
て
い

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ア
と
オ
が
文
章
の
内
容
に
合
っ
て
い
ま
す
。 

4

選
抜
一
期
①
・
国
語 







選抜 1期①・数学 

 

平成２8年度 岡山学芸館高等学校 選抜１期入試【2月４日】 解答解説（数学） 

 

 

【 正 解 】 ① －6  ② －12  ③ 2a－14b  ④ －5a  ⑤ 5  ⑥ (x＝)－2，－3  ⑦ 
3

16
π(cm3) 

⑧ 
3

1
  ⑨ (y＝)

3

2
x＋4  ⑩ 40(°) 

【 解 説 】 

⑤ 与式＝    22
27  ＝7－2＝5 

⑥ x2＋5x＝－6，x2＋5x＋6＝0，(x＋2)(x＋3)＝0，x＝－2，－3 

⑦ 
3

4
π×23×

2

1
＝

3

16
π(cm3) 

⑧ 取り出し方は，（3，4），（3，5），（3，6），（4，5），（4，6），（5，6）の 6通り。このうち，和が素数となるのは，3＋4＝7， 

5＋6＝11の 2通り。よって，確率は，
6

2
＝

3

1
 

⑨ 直線 xy
3

2
 －4に平行だから， bxy 

3

2
とおいて，x＝3，y＝6を代入すると， b 3

3

2
6 ，b＝4 よって， 4

3

2
 xy  

⑩ ∠x＋48°＝53°＋35°より，∠x＝88°－48°＝40° 

 

 

 

【 正 解 】 ①(ア) 5(x－1)  (イ) y－1 (ウ) 
2

1
x＋10  ②(エ) 46 (オ) 33 (カ) 226 

【 解 説 】 

① 1日 5問ずつ解くと最後の日は1問になるから，5(x－1)＋1  1日 7問ずつ解くと最後の日は2問になるから，7(y－1)＋2 

どちらもドリルの総問題数を表しているから，5(x－1)＋1＝7(y－1)＋2 また，解くときにかかる日数の関係から，y＝
2

1
x＋10 

② (1)より，5x－7y＝－1･･･(3)  (2)，(3)を連立方程式として解いて，x＝46，y＝33 

よって，このドリルの問題数は，5×(46－1)＋1＝226(問) 

 

 

 

【 正 解 】 ① 10(分後)  ② (毎分)300(m)  ③ (10時)
2

19
(分) 

【 解 説 】 

① Aさんの方が進むのが速いので，問題のグラフの8≦x≦10では，Aさんはスタート地点で休憩していると考えられる。 

よって，Aさんが 2回目にスタート地点を出発したのは，2人が同時に出発してから 10分後である。 

② 問題のグラフより，Aさんは 8分間で2400mの道のりを進んだことがわかる。よって，2400÷8＝300より，毎分300m 

③ 8≦x≦10のときのグラフは，傾きが－200で，点(8，800)を通るから，y＝－200x＋2400 

これに，y＝500を代入して，x＝
2

19
  よって，10時

2

19
分 

 

 

 

【 正 解 】 ①(ア) (2)  (イ) (6)  (ウ) (10)  ②(エ) 4  (オ) 
5

16
  (カ) 

25

36
 

③(キ) 25  (ク) 16  ④(ケ) 
562

81
 

【 解 説 】 

②(エ) △ABC∽△BECより，△BECは，BE＝BCの二等辺三角形である。よって，BE＝BC＝4cm 

(オ) △ABC∽△BECより，CB：CE＝AC：BC，4：CE＝5：4，CE＝
5

16
(cm) 

(カ) AE＝5－
5

16
＝

5

9
(cm) △ABE∽△DCEより，AE：DE＝AB：DC，

5

9
：DE＝5：4，DE＝

25

36
(cm) 

③(キ)(ク) △ABEと△DCEの相似比は，AB：DC＝5：4 よって，面積の比は，52：42＝25：16 

④(ケ) △ABCと△DBCの面積の差は，△EBCの部分が共通なので，△ABE－△DCEで求められる。 

△ABEと△CBEにおいて，それぞれの底辺をAE，CEとみると高さが等しいので，面積の比は，AE：EC＝
5

9
：

5

16
＝9：16 

よって，△ABE＝△ABC×
169

9

＋
＝

52

9
S 

③より，△ABE：△DCE＝25：16なので，
52

9
S：△DCE＝25：16，△DCE＝

562

144
S 

よって，面積の差は，△ABE－△DCE＝
52

9
S－

562

144
S＝

562

81
S 

 

 

 

【 正 解 】 ① 24 (cm)  ② 
3

64
(cm3)  ③ 4：3  ④ 

7

64
(cm3) 

【 解 説 】 

① △FEGにおいて，EG＝BD＝ 28 cmで，FM＝ME，FN＝NGだから，

中点連結定理より，MN＝
2

1
EG＝

2

1
× 28 ＝ 24 (cm) 

② △FMN＝
2

1
×4×4＝8(cm2)より，体積は，

3

1
×8×8＝

3

64
(cm3) 

③ 線分FHとMNの交点をLとすると，Lは線分MNの中点より，FL＝LN＝ 22 cm 

また，FH＝BD＝ 28 cm よって，LH＝ 28 － 22 ＝ 26 (cm) 

BD//LHより，BP：PH＝BD：LH＝ 28 ： 26 ＝4：3 

④ 点Pから線分LHに垂線PQをひくと，BF//PQより，PQ：BF＝HP：HB＝3：(3＋4)＝3：7 

よって，PQ＝
7

3
BF＝

7

3
×8＝

7

24
(cm) 

したがって，求める体積は，
3

1
×8×

7

24
＝

7

64
(cm3) 

 

１ 

２ 

５ 

３ 

４ 



選抜１期①・理科 

 

平成２８年度 岡山学芸館高等学校 選抜１期入試【２月４日】 解答解説（理科） 

 

 
【 正 解 】 ①(1) 体やあしに多くの節がある。  (2) イ，オ  ② エ  ③ 17〔ｍ〕 

④ 胎生  ⑤ 相同器官 

⑥(1) ウ  (2)血管 Ｅ  理由 尿素はじん臓でこし出されるから。 

(3) 80〔cm3〕 

【 解 説 】 

①(1) 無セキツイ動物のうち，外骨格をもち，体やあしに多くの節がある動物のなかまを節足動物という。 

② 振動数が多いほど，音は高くなる。音の大きさは振幅によって変化し，振動数が多くなっても変わらない。 

③ 0.1 秒間に音が往復した距離は，340〔m/s〕×0.1〔s〕＝34〔ｍ〕 よって，34÷2＝17〔ｍ〕 

④ 鳥類が卵をうみ，卵から子がかえるのに対して，ホニュウ類では親の体内で子がある程度まで育ってから，親

と似た形でうまれてくる。このようなうまれ方を胎生という。 

⑤ セキツイ動物の前あしのように，形やはたらきは異なるが，基本的なつくりが同じで，同じものから変化した

と考えられるものを相同器官という。 

⑥(1) 肺から心臓へもどる血液が流れる血管を肺静脈という。肺静脈を流れる血液には，肺でとり入れられた酸素

が多く含まれている。酸素を多く含む血液を動脈血，二酸化炭素を多く含む血液を静脈血という。 

(2) 細胞のはたらきによってできたアンモニアは，血液によって肝臓に運ばれ，害の少ない尿素につくり変えら

れ，じん臓へ運ばれる。じん臓では，尿素などの不要な物質は尿中に排出されるため，じん臓から出てくる血

液には尿素が少ない。 

(3) 40 秒間の拍動数は，75×
40

60
 ＝50〔回〕 よって，１回の拍動で心臓から送り出される血液の量は， 

4000〔cm3〕÷50＝80〔cm3〕 

 

 

 
【 正 解 】 ①(Ｘ) 溶媒  (Ｙ) 溶質  ②(1) 電解質  (2) Cu2+   

③ Ｃ，Ｄ  ④ 33.3〔％〕  ⑤ エ 

⑥(a) 塩化ナトリウム  (b) 30ｇより大きい 

【 解 説 】 

②(1) 水溶液に電流が流れるのは，溶質がとけて陰イオンと陽イオンに分かれているからである。このように，水

にとけてイオンに分かれることを電離といい，電離する物質を電解質という。 

(2) 硫酸銅の電離のようすを式で表すと，CuSO4→Cu2+＋SO4
2- 

③ 50℃で 100ｇの水にとける質量が 50ｇより小さいものがとけ残る。よって，とけ残るのは試験管Ｃのミョウバ

ンと，試験管Ｄの塩化ナトリウムである。 

④ 50℃の水 10ｇに５ｇの硝酸カリウムを入れるとすべてとけるので，水溶液の質量は 10＋5＝15〔ｇ〕 

質量パーセント濃度＝
溶質の質量

溶液の質量
 ×100 より，

5

15
 ×100＝33.33…〔％〕 

⑤ 各物質はそれぞれ 30ｇずつとけている。約 45℃になると，ミョウバンの溶解度が 30ｇになり，結晶ができ始

める。 

⑥ 10℃の水 100ｇにとける塩化ナトリウムの質量はおよそ 36ｇであるから，ビーカーの中の結晶には塩化ナトリ

ウムの結晶は含まれない。 

 

 
【 正 解 】 ①(あ) 大きさ  (い) 向き  ② 1.5〔Ｎ〕 

③(1) 1.2〔cm〕  (2) 0.32〔J〕 

④(1) 右の図 

(2)ばね a が物体を引く力 大きくなる 

ばね b が物体を引く力 小さくなる 

【 解 説 】 

① １つの物体にはたらく２つの力が同一直線上にあり，大きさが等しく，向きが反対である

とき，この２つの力はつり合っている。 

② ばねに加えた力とばねののびは比例するので，4.5cm のばすのに必要な力を xＮとすると，x：4.5＝0.2：0.6 

x＝1.5〔Ｎ〕 

③(1) ばねａが物体を引く力とばねｂが物体を引く力の合力と，80ｇの物体にはたらく重力とがつり合っている。

よって，ばねａが物体を引く力は，0.8〔Ｎ〕÷２＝0.4〔Ｎ〕 実験１の結果から，0.4Ｎの力を加えたとき

のばねののびは 1.2cm。 

(2) 仕事＝加えた力の大きさ×力の向きに移動した距離 より，0.8〔Ｎ〕×0.4〔ｍ〕＝0.32〔J〕 

④(1) ばねａが物体を引く力とばねｂが物体を引く力の合力は，物体を真上に引く力である。よって，この力の

向きを対角線の向きとして，ばねａ，ｂが物体を引く向きを２辺の向きとする平行四辺形をかく。 

(2) ばねａが物体を引く力とばねｂが物体を引く力の合力は変わらないので，(1)の平行四辺形の対角線をも

とに，ばねｂを引く向きを変えた平行四辺形を考える。すると，ばねａが物体を引く力は大きくなり，ばねｂ

が物体を引く力は小さくなることがわかる。 

 

 

 
【 正 解 】 ① 右の図  ②(Ｘ) 22.0  (Ｙ) 70 

③ ア  ④ 10.11〔Ｎ〕 

⑤(1)前線 Ｂ   

理由 風向が南寄りから北寄りに変わっているから。 

気温が急に低くなっているから。など 

(2) 海風  (3) ウ 

【 解 説 】 

② 乾湿計では，乾球温度のほうが高くなる。 

③ 18 時から 24 時までの間に，気温はしだいに下がっている。気温が低いほど飽和水蒸気量は小さくなるので，

湿度が変化していないのは，空気中の水蒸気の量が小さくなったためと考えられる。 

④ 1011hPa＝101100Pa＝101100N/m2  １ｍ 2＝10000cm2 よって，１cm2 あたりの地表にはたらく力は 

101100÷10000＝10.11〔Ｎ〕  

⑤(1) ２日の 15 時から 18 時の間には，風向が北寄りに変わり，気温も下がっているので，寒冷前線が通過したと

考えられる。 

(2) 海から陸に向かってふく風を海風，陸から海に向かってふく風を陸風という。 

(3) 海風や陸風は，陸と海のあたたまり方や冷え方のちがいによって起こる。陸は海よりもあたたまりやすいの

で，晴れた日の昼間には陸のほうが温度が高くなる。これによって，陸上の空気があたためられて上昇し，気

圧が低くなる。 

１ 

２ 

３ 

４ 
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【 正 解 】 ① (1) (a) オーストラリア (b) インド洋  (2) ウ  ② イ 

③ ○い   

④ 記号：ウ  理由：(例)領事裁判権（治外法権）を認めたから。関税自主権が認められなかったか 

ら。 

【 解 説 】 

①(2) 図中の   は，中国，オーストラリア，ブラジル，インド，ロシアである。中国では東北部，オーストラリアでは北西部，

ブラジルでは南部，インドでは西部，ロシアでは西部を中心として鉄鉱石の産出が盛んである。石油はペルシャ湾沿岸の西アジ

ア諸国，天然ガスはアメリカやロシア，石炭は中国やインド，アメリカが生産量の上位に入る。 

② 「草や水を求めて移動しながら家畜を飼育する農業」とは遊牧のこと。乾燥する内陸部で行われる。 

③ 180度の経線にほぼ沿うように引かれた日付変更線の西側に近いほど，1日の始まりが早いため，東京都よりも東にある日付変更

線に近い都市を選べばよい。 

④ 図 2中のアは釧路，イは下田，ウは神戸，エは鹿児島である。日米修好通商条約では，函館，神奈川(横浜)，長崎，新潟，兵庫(神

戸)の5港が開港した。また，この条約は，領事裁判権(治外法権)を認め，関税自主権が認められないという，日本にとって不平等な

条約内容であった。下田は日米和親条約で開港したが，日米修好通商条約で閉鎖された。 

 

 
【 正 解 】 ① 打製石器  ② (例)仏教の力で国を守ろうとしたから。 

③ (1) エ  (2) 渡来人  ④ エ  ⑤ ウ  

【 解 説 】 

③(1) アの沖縄が統一されたのは1429年，イの応仁の乱が起こったのは1467年，ウの朱印船貿易が行われたのは16世紀末から17

世紀はじめごろ，エのキリスト教の伝来は1549年のできごとである。 

④ 白村江の戦いは 663 年に朝鮮半島で起こった争い。日本は百済を助けるために大軍を送ったが，唐・新羅軍に敗れた。唐と新羅

のうち，朝鮮半島にあったのは新羅である。この戦いの後に城がつくられたのは，唐や新羅の侵攻にそなえるためである。 

⑤ アについて農民が地頭と荘園領主の二重の支配に苦しんでいたのは，鎌倉時代。イの坂本龍馬は土佐藩（高知県）の出身。エの惣

がつくられ始めたのは室町時代。ウは江戸幕府第 3代将軍の徳川家光が定めた参勤交代により行われた。 

 

 

 
【 正 解 】 ① 地租改正  ② (X) 第一次世界大戦  (Y) 財閥  ③ 農地改革  ④ ウ  ⑤ イ 

【 解 説 】 

① 江戸時代の年貢の課税基準は収穫高であり，米で納めていた。そのため，天候や作物の値段によって幕府の収入は不安定であった。

そこで明治政府は，安定した収入を確保するため土地の所有者と地価を定め，地券を発行して地価の 3％を現金で納めさせる地租改正

を行った。 

② 第一次世界大戦によって，ヨーロッパ諸国がアジアの市場から撤退したことから，アジアやアフリカなどへの輸出が増えて好景気と

なった。この時期に現れた成金の多くは1920年に起きた戦後恐慌で没落したが，一方で一族で多角経営を行った財閥が力を増した。 

③ 図 1は，地主の持つ土地を国が強制的に買い上げて小作人に安く売り渡し，自作農を増やす農地改革を行ったことで，自作農家の割

合が増え，小作農家の割合が減ったことを示している。 

④ 高度経済成長は，1950年代中ごろから1973年まで続いた。ウは1951年のできごとで，高度経済成長の前。 

⑤ 社会保障関係費には，高齢者への年金の支払いや医療費などが含まれている。 

 

 
【 正 解 】 ① イ  ② (1) エ  (2) 太平洋ベルト 

       ③ ア  ④ （例）広い土地を安く買うことができる 

【 解 説 】 

②(1) アの夜間人口が最も多いのは東京都である。イの昼間人口が200万人以上の都県は，茨城県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京 

都，神奈川県の6都県である。ウの夜間人口が昼間人口より多いのは，東京都以外の 6県である。  

 (2) 太平洋ベルトは関東地方沿岸部から九州地方北部へと連なっており人口が集中し，工業などの産業が盛んな地域である。 

③(Y) 市場では，作物が豊富な時期は価格が低く，少ない時期は高くなる。 

④ 関東臨海では，敷地面積 1000㎡あたりの土地購入費が 39615(百万円)÷1950(千㎡)＝20.315…(百万円)＝約 2000万円であるのに対

し，関東内陸は41782(百万円)÷22173(千㎡)＝1.884…(百万円)＝約200万円で10分の1の価格で購入できる。過密化が進んだ地域で

は，土地の値段が高くなる。 

 

 

 
【 正 解 】 ① D  ② ア 

③ (1) (X) 国民主権  (Y)〔第〕9〔条〕  (2) 三権分立  (3) イ，エ 

④ (1) 政党 A党  議席数 3  (2) ウ 

(3) （例）衆議院は解散があり，参議院よりも任期が短いため，より国民の意見を反映していると   

考えられるから。 

⑤ (1) 三審制  (2) (X) （例）日当たりを遮らない  (Y) 自己決定権 

【 解 説 】 

① Aは1789年，Bは1689年，Cは1889年，Dは1776年に発表・制定された。 

② 資料 2 は，世界で初めて社会権を保障したドイツのワイマール憲法で，1919 年に制定された。アは教育を受ける権利で社会権の一

つ。ほかに，生存権や勤労の権利，労働基本権が社会権に含まれる。イは自由権，ウは平等権，エは人権を確保するための権利に分類

される。 

③(3) 改正された憲法を公布するのは天皇の国事行為である。アは内閣，ウは国会，オは内閣総理大臣の仕事。 

④(1) 比例代表制では，各党の得票数を 1から順に整数で割っていき，商の数字の大きい順に議席を配分する。この計算方法をドント式

という。議席数はA党が3，B党が2，C党が1，D党は0となる。 

(2) 国会の議決は多数決で行われる。委員会は専門的な知識を持つ議員が参加する会議で，公聴会は専門家などの意見を聞くために開

かれる。会議を開くために必要な定足数は委員会が委員の2分の1以上，本会議が総議員の3分の1以上であり，採決は出席した議

員で行われる。 

(3) 各議院の任期は，衆議院が4年で解散があり，参議院は6年（3年ごとに半数が改選）で解散がない。 

⑤(2) マンションが階段状になっているのは，高層ビルの建築により，周囲の日当たりを損なわないためのくふうである。日当たりを求

める権利を日照権といい，環境権の一つである。新しい人権の代表的なものとして，環境権，自己決定権のほか，情報化が進んだこ

とによる知る権利，プライバシーの権利が主張されている。 
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