
現代文Ⅰスタンダード

●基礎学習・例題
「基礎学習」で導入し、「例題」で確認します。下段には「プ
ラスα」「重要語句」「ヒント」を設け、学習の手助けとし
ました。導入された学習内容を短い文章で確認します。

●基本問題
「基礎学習」で導入した内容を定着させるため
のコーナーです。「重要語句」「ヒント」で、
生徒の理解を助けます。「重要語句」で扱った
語句を身に付けることは、語彙を増やすことに
もつながります。

●演習問題
「重要語句」「ヒント」はなく、じっくりと
自分の力で取り組ませる内容です。

●解答解説
一問一問に対して、非常に詳細な解説をつけています。個別・自立学習
にも対応できるほか、講師の授業マニュアルとしても利用可能です。

スタンダード

国語
スタンダード国語は、高校国語の基礎から標準レベルまでを扱った教材です。現代文Ⅰ

では、導入→確認→定着という流れが無理なく行えるように、基礎学習（要点整理による導入）・例題→
基本問題→演習問題と、段階を追って難易度が上がる構成となっています。見開きごとの紙面が異なる
ので柔軟な運用が可能です。また、近年の大学入試の動向を踏まえて、演習編では複数の文章を読む
問題や、資料を用いた文章を読む問題を追加しました。古典Ⅰでは、1課を8ページで構成。知識の確
認を目的とした基礎学習・確認問題・基本問題（4p）、知識の定着を目的とした演習問題A（2p）、知
識を活用して読解のトレーニングをする演習問題B（2p）で、着実に実力を身に付けることができます。

企画の概要

JAPANESE

※演習問題は宿題。
※その他の運用例
・ 確認テストは「前回の復習」とし
てではなく、当日の授業の最後に
使用。

確認テスト(前回の復習） 15分

基礎学習・例題 30分

基本問題 35分

個別指導の運用例（1コマ80分）
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論
説
・
評
論
で
は
、
筆
者
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
文
章
の
す
べ
て
が
意
見
で
書
か
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
意
見
だ
け
で
書
か
れ
た
文
章
に
は
根
拠
が
な
く
、
根
拠
の
な
い
文
章
に
は
説
得
力
が
生

ま
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
者
に
伝
え
る
た
め
、
具
体
例
を
用
い
た
り
、
他
の
文
章
や
統
計

資
料
を
引
用
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
を
補
強
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
文
章
全
体
の
内
容
を
、
主
に

筆
者
の
考
え
や
意
見
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
の
「
論
」、「
論
」
を
補
う
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
説
明
の
部
分
の
「
例
」
と
し

て
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
と
ら
え
る
よ
う
に
し
て
い
く
。

「
例
」
に
は
引
用
・
例
示
・
比
喩
な
ど
、「
論
」
の
内
容
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
働
き
が
あ
り
、
筆
者
の
「
論
」
に
説
得
力
を
持
た

せ
る
効
果
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
筆
者
が
あ
る
意
見
を
述
べ
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
そ
れ
が
一
般
的
な
考
え
と
乖か
い

離り

が
あ
る
か

ど
う
か
を
示
す
た
め
に
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
多
く
の
人
が
自
分
と
同
様
の
考
え
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
具

体
的
な
事
実
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
意
見
を
客
観
的
な
デ
ー
タ
を
用
い
て
補
強
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
筆
者
が
自
分
の
考
え
を
適
切
に
伝
え
よ
う
と
す
る
た
め
、「
例
」
に
は
読
者
に
伝
わ
る
よ
う
な
具
体
的
な
内

容
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
文
章
を
読
む
う
え
で
は
、
そ
こ
に
出
て
く
る
「
例
」
が
、
何
を
説
明
す
る
た
め
に
書
か
れ

た
も
の
な
の
か
を
意
識
し
て
読
む
こ
と
で
、「
論
」
と
「
例
」
の
つ
な
が
り
を
つ
か
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

文
章
全
体
を
「
論
」
と
「
例
」
に
分
け
た
と
き
、「
論
」
は
「
例
」
よ
り
も
抽
象
的
な
内
容
に
（「
例
」
は
「
論
」
よ
り
も
具

体
的
な
内
容
に
）
な
る
。
ま
た
、
一
つ
の
「
論
」
に
対
し
て
、
複
数
の
「
例
」
で
補
強
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
文
章
全

体
に
お
い
て
、「
例
」
は
「
論
」
よ
り
も
詳
し
く
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
文
章
を
構
成
す
る
と
き
に
、「
論
」
を
軸
と

し
て
、
そ
れ
を
読
者
に
伝
え
る
た
め
に
「
例
」
を
用
い
て
文
章
を
補
強
し
て
い
く
と
い
う
作
業
を
す
る
た
め
、
文
章
の
な
か
で

ど
こ
が
重
要
な
内
容
な
の
か
を
把
握
す
る
う
え
で
、
こ
の
二
つ
の
要
素
を
意
識
な
が
ら
読
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

「
論
」（
考
え
・
意
見
）
…
抽
象
的
・
優
先
度
高

「
例
」（
引
用
・
例
示
な
ど
）
…
具
体
的
・
優
先
度
低
→
「
論
」
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
働
き
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論
と
例
に
つ
い
て

論
と
例
に
つ
い
て
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例
の
働
き
に
つ
い
て

例
の
働
き
に
つ
い
て

333333

論
と
例
の
優
先
度

論
と
例
の
優
先
度

文
章
読
解
の
基
本
は
語
彙
力
の
Ｕ
Ｐ
と
心
得
よ
。

意
味
の
わ
か
ら
な
い
も
の
や
曖
昧
な
も
の
が
あ
っ

た
ら
、
こ
ま
め
に
辞
書
を
引
こ
う
。
そ
の
際
、
国

語
辞
典
は
な
る
べ
く
大
型
の
も
の
が
よ
い
。
説
明

が
詳
し
い
し
、
用
例
も
豊
富
だ
か
ら
だ
。

文
章
は
た
だ
漠
然
と
読
ん
で
は
い
け
な
い
。
常
に

「
論
」
と
「
例
」
を
つ
か
み
な
が
ら
読
み
進
め
る

習
慣
を
身
に
つ
け
よ
う
。

プ
ラ
ス

プ
ラ
ス

プ
ラ
ス
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◇
コ
ン
パ
＝
食
費
を
出
し
合
っ
て
飲
食
す
る
懇
親

会
。「
コ
ン
パ
ニ
ー
」
の
略
。

◇
食
い
扶
持
＝
食
べ
物
を
買
う
た
め
の
費
用
。

△「
前
に
進
む
」
の
「
進
む
」
と
は
意
味
が
異
な
る
。

△
前
文
に
「
他
人
と
い
っ
し
ょ
に
食
べ
る
と
い
う
習

慣
」
と
あ
る
。

△
前
後
の
「
む
ず
か
し
い
」「
訊
く
」
に
着
眼
す
る
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

ひ
と
り
で
食
事
を
し
て
も
お
い
し
く
な
い
。
鍋
料
理
の
よ
う
に
、
だ
れ
か
と
同
じ
も
の
を
い
っ
し
ょ
に
食
す
る
と
き
は
、
こ

れ
は
楽
し
く
て
食
が
進
む
。
食
が
進
む
が
、
し
ゃ
べ
り
な
が
ら
食
べ
る
の
が
も
っ
と
お
い
し
く
て
、
食
べ
る
の
が
主
か
し
ゃ
べ

る
の
が
主
か
わ
か
ら
な
く
な
る
く
ら
い
で
あ
る
。
コ
ン
パ
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
カ
ン
パ
ニ
ー
（
会
社
）
と
も
ど

も
、
ラ
テ
ン
語
のcon-

と
い
う
接
頭
辞
と
パ
ン
を
意
味
す
るpanis

の
合
成
語
を
語
源
と
し
て
い
る
。
カ
ン
パ
ニ
ー
と
は
ま

さ
に
食
事
を
と
も
に
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
食
い
扶ぶ

持ち

を
と
も
に
す
る
（
つ
ま
り
共
同
経
営
）
と
い
う
意
味
が

出
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
人
類
は
他
人
と
い
っ
し
ょ
に
食
べ
る
と
い
う
習
慣
を
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
視
し
て
き
た
。
し
つ
け
の
初
め
も
、
ト

イ
レ
ッ
ト
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
な
ら
ん
で
、
　
　
　
の
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
な
ぜ
い
っ
し
ょ
に
食
べ
る
こ
と
が
そ
れ

ほ
ど
人
間
の
社
会
生
活
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
か
。
そ
れ
は
、
と
も
に
食
べ
る
と
い
う
こ
と
が
、
他
者
へ
の
思
い
や

り
と
相
互
の
信
頼
の
基
礎
を
か
た
ち
づ
く
る
か
ら
で
あ
る
。

眼め

に
映
る
光
景
、
耳
に
届
く
音
、
漂
う
匂
い
。
こ
れ
ら
の
感
覚
は
他
人
と
す
ぐ
に
共
有
で
き
る
。
け
れ
ど
も
味
覚
と
い
う
の

は
、
個
々
の
身
体
の
内
部
で
生
ま
れ
る
の
で
、
共
有
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
。
　
　
　
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
作

る
お
母
さ
ん
は
作
る
そ
の
た
び
ご
と
に
「
お
い
し
い
？
」「
こ
の
あ
い
だ
の
と
く
ら
べ
て
ど
う
？
」
と
家
族
の
メ
ン
バ
ー
に
訊き

く
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
共
食
と
い
う
の
は
、
他
者
が
い
ま
こ
の
味
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
、
そ
れ
に
思
い
を
は

せ
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と
で
、
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
に
他
者
へ
の
想
像
力
が
育
ま
れ
る
の
で

あ
る
。

（
鷲
田
清
一
「
わ
か
り
や
す
い
は
わ
か
り
に
く
い
？
」
に
よ
る
）

問
一

―
―
線
①
「
食
が
進
む
」
の
「
進
む
」
の
意
味
を
簡
潔
に
答
え
よ
。

問
二

　
　
　
に
入
る
語
句
を
，
本
文
中
か
ら
二
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

問
三

　
　
　
に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

し
か
し

イ

つ
ま
り

ウ

だ
か
ら

エ

そ
し
て

オ

問
四

筆
者
の
考
え
を
、
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
三
十
五
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

例
題

①

Ａ
　
　
　

Ｂ
　
　
　

���

���

ＡＢ
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△
前
後
の
「
む
ず
か
し
い
」「
訊
く
」
に
着
眼
す
る
。

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

あ
る
い
は

���

���

���

���
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。
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問
一

―
―
線
⒜
～
⒞
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
よ
。

⒜

⒝

問
二

　
　
　
に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

そ
し
て

イ

つ
ま
り

ウ

結
局

エ

さ
す
が
に

オ

問
三

　
　
　
に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

あ
り
得
る
で
あ
ろ
う

イ

例
外
的
で
あ
ろ
う

ウ

あ
り
得
な
く
も
な
い

エ

意
外
で
あ
ろ
う

オ

常
識
的
で
あ
ろ
う

問
四

―
―
線
①
は
誰
が
「
わ
か
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の

答
え
よ
。

ア

欧
米
の
読
者

イ

日
本
人

ウ

野
暮
だ
と
感
じ
る
相
手

エ

日
本
人
の
詩
人

オ

欧
米
人
の
書
き
手

問
五

―
―
線
②
「
そ
う
い
う
間
柄
」
と
は
ど
の
よ
う
な
間
柄
か
。「
間
柄
」
に
続
く
よ
う
に
、
本
文
中
か
ら
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。

問
六

―
―
線
③
「
主
流
は
短
編
古
典
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
日
本
に
短
編
古
典
が
多
い
理
由
を
筆
者
は
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
三
十
五
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
七

本
文
の
内
容
に
合
致
し
な
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

こ
と
ば
の
送
り
手
が
受
け
手
を
同
質
と
考
え
る
社
会
と
異
質
と
考
え
る
社
会
で
は
表
現
の
様
式
が
異
な
る
。

イ

お
互
い
わ
か
り
合
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
者
同
士
で
は
、
余
計
な
表
現
は
省
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

ウ

欧
米
で
長
い
詩
が
書
か
れ
、
日
本
で
短
詩
型
文
学
が
発
達
し
た
の
は
こ
と
ば
に
対
す
る
心
理
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

エ

仲
間
同
士
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
は
、
な
る
べ
く
こ
と
ば
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
。

オ

話
し
手
・
書
き
手
と
同
質
的
な
聞
き
手
・
読
み
手
に
対
し
て
は
、
表
現
は
短
縮
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
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か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

見
事
に

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

あ
り
得
な
く
も
な
い

―
―
線
①
は
誰
が
「
わ
か
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の

―
―
線
②
「
そ
う
い
う
間
柄
」
と
は
ど
の
よ
う
な
間
柄
か
。「
間
柄
」
に
続
く
よ
う
に
、
本
文
中
か
ら
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。

―
―
線
③
「
主
流
は
短
編
古
典
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
日
本
に
短
編
古
典
が
多
い
理
由
を
筆
者
は
ど
の
よ
う

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

こ
と
ば
の
送
り
手
が
受
け
手
を
同
質
と
考
え
る
社
会
と
異
質
と
考
え
る
社
会
で
は
表
現
の
様
式
が
異
な
る
。

お
互
い
わ
か
り
合
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
者
同
士
で
は
、
余
計
な
表
現
は
省
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

欧
米
で
長
い
詩
が
書
か
れ
、
日
本
で
短
詩
型
文
学
が
発
達
し
た
の
は
こ
と
ば
に
対
す
る
心
理
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

仲
間
同
士
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
は
、
な
る
べ
く
こ
と
ば
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
。

話
し
手
・
書
き
手
と
同
質
的
な
聞
き
手
・
読
み
手
に
対
し
て
は
、
表
現
は
短
縮
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
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か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

見
事
に

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

―
―
線
①
は
誰
が
「
わ
か
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の

―
―
線
②
「
そ
う
い
う
間
柄
」
と
は
ど
の
よ
う
な
間
柄
か
。「
間
柄
」
に
続
く
よ
う
に
、
本
文
中
か
ら
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。

―
―
線
③
「
主
流
は
短
編
古
典
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
日
本
に
短
編
古
典
が
多
い
理
由
を
筆
者
は
ど
の
よ
う

こ
と
ば
の
送
り
手
が
受
け
手
を
同
質
と
考
え
る
社
会
と
異
質
と
考
え
る
社
会
で
は
表
現
の
様
式
が
異
な
る
。

お
互
い
わ
か
り
合
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
者
同
士
で
は
、
余
計
な
表
現
は
省
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

欧
米
で
長
い
詩
が
書
か
れ
、
日
本
で
短
詩
型
文
学
が
発
達
し
た
の
は
こ
と
ば
に
対
す
る
心
理
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

仲
間
同
士
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
は
、
な
る
べ
く
こ
と
ば
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
。

話
し
手
・
書
き
手
と
同
質
的
な
聞
き
手
・
読
み
手
に
対
し
て
は
、
表
現
は
短
縮
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

◇
野
暮
＝
人
情
の
機
微
を
理
解
し
な
い

演

習

問

題

問
一

―
―
線
⒜
～
⒞
を
漢
字
に
改
め
よ
。

⒜

　
　
　

⒝

⒞

問
二

2
段
落
は
1
段
落
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
し
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

1
段
落
の
内
容
を
否
定
し
て
別
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。

イ

1
段
落
の
内
容
を
裏
づ
け
る
具
体
例
を
あ
げ
て
い
る
。

ウ

1
段
落
の
内
容
を
肯
定
し
つ
つ
、
よ
り
高
次
の
立
場
へ
進
め
て
い
る
。

エ

1
段
落
の
問
い
を
受
け
て
、
そ
れ
を
解
明
し
て
い
る
。

問
三

　
　
　
・
　
　
　
に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら

一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

Ａ

ア

新
奇

イ

作
為
的

ウ

不
可
思
議

エ

教
導
的

Ｂ

ア

身
体

イ

表
現

ウ

理
性

エ

動
物

Ａ

Ｂ

問
四

―
―
線
ア
「
な
る
や
」
の
「
や
」
と
同
じ
用
法
の
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら

一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

す
ぐ
に
あ
れ
や
こ
れ
や
と
文
句
を
言
う
。

イ

今
や
仕
事
も
勉
強
も
し
て
い
な
い
日
々
だ
。

ウ

知
ら
せ
を
受
け
取
る
や
ひ
ど
く
落
胆
し
た
。

エ

そ
の
時
の
私
の
気
持
ち
た
る
や
複
雑
だ
っ
た
。

問
五

―
―
線
イ
「
往
々
に
し
て
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～

エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

以
前
か
ら

イ

し
ば
し
ば

ウ

と
ど
の
つ
ま
り

エ

言
う
ま
で
も
な
く

問
六

―
―
線
①
「
こ
う
し
た
傾
向
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、次
の
ア

～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

文
字
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
被
支
配
層
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
。

イ

歴
史
の
中
で
支
配
―
被
支
配
の
関
係
が
成
立
し
た
こ
と
。

ウ

言
語
に
よ
り
支
配
者
の
地
位
を
確
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
。

エ

権
力
を
維
持
す
る
た
め
に
文
字
を
発
明
し
た
こ
と
。

問
七

―
―
線
②
「
言
語
を
『
正
し
く
』
理
解
す
る
努
力
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
、次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

教
祖
の
教
え
を
忠
実
に
守
り
広
め
て
ゆ
く
こ
と
。

イ

先
人
の
遺
産
で
あ
る
文
字
と
し
て
の
言
語
を
読
み
解
く
こ
と
。

ウ

言
語
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
扱
い
理
解
す
る
こ
と
。

エ

言
語
を
身
体
全
体
を
巻
き
込
ん
で
習
得
す
る
こ
と
。

問
八

2
段
落
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か

ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

ヒ
ト
が
こ
と
ば
を
あ
や
つ
る
の
は
、
権
威
の
世
代
伝
達
を
遺
産
と
し
て
の
テ

キ
ス
ト
に
託
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
ヒ
ト
は
こ
と
ば
を
持

っ
た
動
物
で
あ
る
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

イ

今
日
に
伝
わ
る
福
音
書
の
多
く
は
、
イ
エ
ス
が
死
亡
し
た
こ
ろ
に
書
か
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
信
者
た
ち
に
教
義
が
な
ぜ
正
当
で
あ
る
か

を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ウ

い
っ
た
ん
文
字
テ
キ
ス
ト
の
形
で
置
き
換
え
ら
れ
た
教
義
の
内
容
は
、
常
に

執
筆
者
の
意
図
と
は
無
関
係
に
解
釈
さ
れ
る
た
め
、
テ
キ
ス
ト
を
書
か
れ
た
意

図
に
則
し
て
理
解
す
る
手
助
け
へ
の
需
要
が
生
ま
れ
た
。

エ

人
間
が
自
分
た
ち
の
使
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
客
観
的
な
意
識
を
抱
き
は
じ
め

た
と
き
、
す
で
に
文
字
と
し
て
記
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
い
か
に
理
解
す
る
か
に

関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

1
言
語
の
習
得
と
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
身
体
全
体
を
巻
き
込
ん
で
な
さ
れ
る
営
み
な

の
だ
と
表
現
し
て
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
耳
が
聞
こ
え
な
い
た
め
、
こ
と
ば
を
音
声
に

よ
っ
て
習
得
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
判
明
し
て
も
、
聴
覚
と
発
声
を
介
し
な
い
他
の
感

覚
―
―
運
動
系
に
依
キ
ョ
し
た
ル
ー
ト
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
た
、「
手
に
よ
る
喃
＊
な
ん

語ご

」
の
研
究
は
、
ま
さ
に
こ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
た
ん
自

由
に
あ
や
つ
れ
る
よ
う
に
な
る
や
、
こ
と
ば
を
用
い
る
こ
と
が
「
理
性
的
」
か
つ
「
主

知
的
」
な
営
為
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
何
と
も
　
　
　
な
現
象
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、「
ヒ
ト
は
こ
と
ば
を
持
っ
た
動
物
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
る
と

き
、
そ
の
背
後
に
「
ヒ
ト
を
他
の
動
物
と
区
分
す
る
の
は
ロ＊

ゴ
ス
を
所
有
す
る
か
ら
で

あ
る
」
と
い
う
発
想
が
ひ
か
え
て
い
る
の
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
あ
げ
く
の
は
て
に
、

理
性
的
か
つ
主
知
的
な
営
為
な
の
だ
か
ら
、
こ
と
ば
は
習
得
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
す

ら
、
理
性
的
か
つ
主
知
的
に
な
さ
れ
る
に
違
い
な
い
と
無
条
件
に
み
な
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
子
ど
も
が
ど
の
よ
う
に
こ
と
ば
を
身
に
つ
け
る
か
、
は
な
は
だ
し
く
曲＊

解
す
る

素
地
を
つ
く
る
に
い
た
っ
た
と
も
、
と
れ
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、
言
語

の
　
　
　
的
側
面
は
こ
う
ま
で
も
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

2
私
見
を
述
べ
る
と
、
こ
と
ば
と
い
う
も
の
を
、
産
出
し
た
者
と
ひ
と
ま
ず
切
り
離
さ

れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
扱
う
傾
向
が
き
わ
め
て
強
か
っ
た
こ
と
が
、
大
き
く
か
か
わ
っ

て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
言
語
は
い
か
な
る
体
系
で
あ
れ
、
い
っ
た
ん
デ＊

ィ

ス
コ
ー
ス
と
し
て
放
出
さ
れ
る
や
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
一
人
歩
き
を
開
始
す
る
。
こ

れ
は
、
過
去
の
動
物
の
伝
達
行
動
に
は
、
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
特
色
で
あ
る
。

文
化
的
存
在
と
し
て
の
ヒ
ト
が
、
み
ず
か
ら
を
み
ず
か
ら
た
ら
し
め
て
い
る
文
化
の
世

代
伝
達
に
う
っ
て
つ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
ヒ
ト
は
こ
と
ば
を
持
っ
た
動
物
で
あ

る
」
と
は
、
す
な
わ
ち
遺
産
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
を
継
承
で
き
る
存
在
と
結
び
つ
け
ら

れ
た
の
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
歴
史
の
な
か
で
、
権
力
が
誕
生
し
た
と
き
、
テ
キ
ス
ト
と

し
て
の
言
語
は
、
い
っ
た
ん
確
立
し
た
支
配
―
被
支
配
の
関
係
の
長
期
維
持
に
う
っ
て

つ
け
の
手
段
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
現
在
に
残
る
古
来
の
口
承
伝
承
と
は
、
往
々

に
し
て
、
支
配
者
（
あ
る
い
は
支
配
層
）
が
被
支
配
層
へ
自
身
の
正
当
性
を
語
る
も
の

で
あ
る
の
は
決
し
て
グ
ウ
然
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
傾
向

及
ん
で
、
ま
す
ま
す
勢
い
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
支

配
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。
今
日
に
伝
わ
る
多
数
の
福
音
書
は
、
イ
エ
ス
と
実
際
に

接
し
た
弟
子
た
ち
が
死
亡
し
た
こ
ろ
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
実
に
教
祖

の
業
セ
キ
を
語
れ
る
存
在
が
い
な
く
な
っ
た
と
き
、
以
後
の
信
者
に
教
義
が
な
ぜ
正
当

で
あ
る
か
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。
た
だ
、
い
っ
た
ん
文
字
の

形
で
置
き
換
え
ら
れ
る
や
、
書
か
れ
た
内
容
は
執
筆
者
の
意
図
と
無
関
係
に
解
釈
さ
れ

る
危
険
性
が
生
じ
て
く
る
。本
来
の
主
張
と
全
然
違
う
ふ
う
に
読
み
解
く
こ
と
だ
っ
て
、

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
テ
キ
ス
ト
を
書
か
れ
た
意
図
に
則
し
て
理
解
す
る

手
助
け
へ
の
需
要
が
生
ま
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
と
ど
ま
ら
ず
、
お
よ
そ
権
威
と
い
う

も
の
が
世
代
を
超
え
て
セ＊

ク
ト
を
維
持
し
て
い
く
場
合
に
は
、
や
が
て
権
威
の
象
徴
で

あ
る
者
の
主
張
を
伝
え
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
書
物
が
存
在
す
る
が
、
さ
ら
に
支
配
が
持
続

し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
「
古
典
」
と
化
す
と
、
今
度
は
「
古
典
」
を
読
解
す
る
「
手
引
き
」

を
作
成
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
特
定
の
テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
、

そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
言
語
を
「
正
し
く
」
理
解
す
る
努
力
が
始
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
人
類
が
最
初
に
、
自
分
た
ち
の
あ
や
つ
っ
て
い
る
こ
と
ば
と
い
う
も
の
に

つ
い
て
客
観
的
な
意
識
を
抱
い
た
と
き
、
す
で
に
関
心
の
的
は
先
人
（
先
哲
）
の
残
し

た
文
字
と
し
て
の
言
語
に
集
中
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
正
高
信
男
「
子
ど
も
は
こ
と
ば
を
か
ら
だ
で
覚
え
る
」
に
よ
る
）

（
注
）
喃
語
…
生
後
六
～
八
ヶ
月
の
乳
児
が
発
す
る
「
こ
と
ば
」
に
な
り
き
ら
な
い
音
声
。「
手

に
よ
る
喃
語
」
は
乳
児
の
手
や
指
の
動
き
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
。

　
　
　
ロ
ゴ
ス
…
言
葉
を
媒
体
と
し
て
表
現
さ
れ
る
理
性
。

　
　
　
曲
解
…
わ
ざ
と
ゆ
が
め
て
解
釈
す
る
こ
と
。

　
　
　
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
…
言
葉
に
よ
る
思
想
の
伝
達
。

　
　
　
セ
ク
ト
…
主
義
主
張
を
同
じ
く
す
る
集
団
。

⒜

ア

Ａ
　
　
　

Ｂ
　
　
　

イ

⒝

①

⒞

②

510152025

4045
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こ
う
し
た
傾
向
は
、
文
字
が
発
明
さ
れ
る
に

及
ん
で
、
ま
す
ま
す
勢
い
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
支

配
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。
今
日
に
伝
わ
る
多
数
の
福
音
書
は
、
イ
エ
ス
と
実
際
に

接
し
た
弟
子
た
ち
が
死
亡
し
た
こ
ろ
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
実
に
教
祖

を
語
れ
る
存
在
が
い
な
く
な
っ
た
と
き
、
以
後
の
信
者
に
教
義
が
な
ぜ
正
当

で
あ
る
か
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。
た
だ
、
い
っ
た
ん
文
字
の

形
で
置
き
換
え
ら
れ
る
や
、
書
か
れ
た
内
容
は
執
筆
者
の
意
図
と
無
関
係
に
解
釈
さ
れ

る
危
険
性
が
生
じ
て
く
る
。本
来
の
主
張
と
全
然
違
う
ふ
う
に
読
み
解
く
こ
と
だ
っ
て
、

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
テ
キ
ス
ト
を
書
か
れ
た
意
図
に
則
し
て
理
解
す
る

手
助
け
へ
の
需
要
が
生
ま
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
と
ど
ま
ら
ず
、
お
よ
そ
権
威
と
い
う

ク
ト
を
維
持
し
て
い
く
場
合
に
は
、
や
が
て
権
威
の
象
徴
で

あ
る
者
の
主
張
を
伝
え
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
書
物
が
存
在
す
る
が
、
さ
ら
に
支
配
が
持
続

3035
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第
3
講

論
説
・
評
論
の
読
解
⑶

段
落
相
互
の
関
係

例
題問

一
　
イ

問
二
　
エ

問
三
　
イ

問
一
　
各
段
落
の
内
容
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

1
　
日
本
人
は
、
歴
史
的
に
自
然
を
人
間
に
対
立
す
る
物
と
し
て
と
ら
え
て
は
こ
な
か

っ
た
が
、
現
代
で
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。↓

2

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
自
然
を
、
人
間
に
対
立
す
る
物
、
人
間
に
役
立
つ
よ
う
に
作
り

変
え
る
物
と
見
て
い
る
。

↓

3
　
日
本
で
も
自
然
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
風
潮
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
日
本
人
は
基

本
的
に
人
間
と
自
然
と
の
間
に
は
は
っ
き
り
し
た
境
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

↓

4
　
日
本
人
は
い
つ
も
自
然
と
共
に
あ
り
、
自
然
と
溶
け
合
い
、
自
と
他
と
い
う
は
っ

き
り
し
た
区
別
を
持
た
な
い
。

ま
ず
1
段
落
と
2
段
落
で
、
日
本
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
は
自
然
観
が
異
な
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
（
起
・
承
）、
3
段
落
で
日
本
人
の
自
然
に
対
す
る
接
し
方
が
よ
り
具
体
化
さ
れ

（
転
）、
そ
し
て
4
段
落
で
、
日
本
人
は
自
然
と
溶
け
合
い
、
自
他
の
区
別
を
持
た
な
い
と
結

論
づ
け
ら
れ
る
（
結
）。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
の
結
論
は
4
段
落
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

イ
の
「
尾
括
式
」
が
正
解
と
な
る
。

P.

15

解
答

解
説

問
二
　
日
本
人
は
自
然
を
人
間
に
対
立
す
る
物
と
は
考
え
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
内
容
の
1
段
落

と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
自
然
を
人
間
に
対
立
す
る
物
と
考
え
る
と
い
う
内
容
の
2
段
落
と
が

対
立
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
2
段
落
の
働
き
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
自
然
観
を
日
本
人
の
そ

れ
と
比
較
対
照
さ
せ
て
、
日
本
人
の
自
然
に
対
す
る
考
え
方
の
独
自
性
を
際
立
た
せ
る
こ
と

に
あ
る
。
よ
っ
て
エ
の
「
対
照
」
が
正
解
。
ア
の
「
例
示
」
は
前
段
落
で
述
べ
た
事
柄
の
具

体
例
を
あ
げ
て
、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
も
の
に
す
る
働
き
を
す
る
。
イ
の
「
理
由
」
は
前
段

落
の
事
柄
の
理
由
づ
け
を
し
て
、
自
説
を
補
強
す
る
働
き
を
す
る
。
ウ
の
「
転
換
」
は
前
段

落
の
事
柄
か
ら
一
転
し
て
、
新
た
な
内
容
へ
と
論
を
進
め
る
働
き
を
す
る
。

問
三
　
4
段
落
の
内
容
を
た
ど
る
。
①
日
本
人
は
生
活
の
中
に
自
然
を
持
ち
込
む
→
②
自
然
の
木

や
土
で
家
を
建
て
る
→
③
家
の
中
に
庭
を
作
る
→
④
い
つ
も
自
然
と
共
に
あ
る
→
⑤
日
本
人

は
自
然
と
溶
け
合
い
、
自
他
を
区
別
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
た
ど
る
と
、
最
後
の
文
が
前
の

四
つ
の
文
の
ま
と
め
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。こ
れ
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
―
―
②
―
―

①
―
―
　
　
　
　
　
―
―
④
―
―
⑤

　
　
　
―
―
③
―
―

以
上
よ
り
イ
の
「
し
た
が
っ
て
」
が
適
当
で
あ
る
。
ア
の
「
し
か
し
」
は
逆
接
、
ウ
の

「
ま
た
」
と
エ
の
「
あ
る
い
は
」
は
並
列
を
表
す
か
ら
、
い
ず
れ
も
適
当
で
な
い
（
並
列
は

②
と
③
の
関
係
が
当
て
は
ま
る
）。

基
本
問
題

問
一
　
⒜
　
ふ
か
い
　
　
⒝
　
ほ
う
き
　
　
⒞
　
さ
ん
か

問
二
　
イ

問
三
　
例
人
間
が
人
間
に
対
し
て
害
を
及
ぼ
す
も
の
を
悪
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
。

問
四
　
エ

問
五
　
エ

問
六
　
例
害
虫
は
有
害
無
益
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
見
方
。（
十
九
字
）

　
　
　
例
人
間
こ
そ
〝
害
獣
〟
で
あ
る
と
い
う
見
方
。（
十
七
字
）

問
七
　
マ
ク
ロ

問
八
　
エ

P.
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〜
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解
答
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ベ
ー
シ
ッ
ク

シ
リ
ー
ズ
の
概
要

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

プ
ロ
グ
レ
ス

●演習問題
まとまった分量の文章を題材
に、その講で学んだ古典文法
を確認するコーナーです。「演
習問題A」では文法問題を中心
に出題し、「演習問題B」では
読解問題を中心に出題してい
ます。「基礎学習」・「基本問題」
の内容を理解できているか確
認したい場合は「演習問題A」
に、基本を確認しつつ模試など
に向けて読解問題にも挑戦した
い場合は「演習問題B」に取り
組むというような、レベル分け
と使い方ができます。

入試問題を意識した読解問題のトレーニングをしていきます。古典Ⅰで学
習した文法の復習も取り入れられているので、基礎固めにも最適です。

文章のテーマ別カリキュラムです。大学入試で頻出のテーマを、そのテー
マの典型的な文章で深く掘り下げます。

●解答解説
一問一問に対して、正答にたどり着くまでの
思考過程を詳しく説明しました。また、他の
講の内容と関連する場合には該当する講を明
示し、適宜振り返ることができるようになって
います。講師の指導マニュアルとして、また、
自学自習用の参考書としても最適です。

●基礎学習・確認問題
複雑な古典文法を図や表で分かり
やすく説明。下段では、「プラス
α」のコーナーで、間違えやすい
ポイントや知識の補足を行うことが
できます。

●基本問題
アウトプットを細切れに行えるよう、
あえて大問ごとの問題数を絞りま
した。学んだことをすぐに実践し、
理解を深めることができるレイアウ
トが特徴です。

STANDARD

※演習問題Bは宿題。
※その他の運用例
・ 確認テストは「前回の復習」とし
てではなく、当日の授業の最後に
使用。

確認テスト(前回の復習） 15分

基礎学習・確認問題 15分

基本問題 20分

演習問題A 30分

個別指導の運用例（1コマ80分）

古典Ⅰスタンダード

古典Ⅱスタンダード

現代文Ⅱスタンダード

10

古
語
の
動
詞
は
、
活
用
の
仕
方
が
九
種
類
あ
り
ま
す
。
現
代
語
で
は
五
種
類
で
す
か
ら
、
少
し
多
い
で
す
ね
。

古
語
の
動
詞
は
現
代
語
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
過
程
で
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
変
化
し
ま
し
た
。

（
古
語
）　

➡

（
現
代
語
）

四
段
活
用

下
一
段
活
用

ナ
行
変
格
活
用

➡

五
段
活
用

ラ
行
変
格
活
用

上
一
段
活
用

上
二
段
活
用

➡

上
一
段
活
用

下
二
段
活
用

➡

下
一
段
活
用

カ
行
変
格
活
用

➡

カ
行
変
格
活
用

サ
行
変
格
活
用

➡

サ
行
変
格
活
用

こ
れ
ら
の
名
前
の
う
ち
、「
段
」
と
い
う
の
は
、
五
十
音
図
で
横
の
並
び
の
こ
と
で
す
。「
あ
・
か
・
さ
・
た
…
…
」
を
ア

段
、「
い
・
き
・
し
・
ち
…
…
」
を
イ
段
な
ど
と
呼
び
ま
す
。
四
段
活
用
と
は
、
こ
の
「
段
」
を
四
つ
使
っ
て
活
用
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
同
様
に
一
段
活
用
は
一
つ
の
段
の
み
、
二
段
活
用
は
二
つ
の
段
を
用
い
て
活
用
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま

す
。「
段
」
は
共
通
の
母
音
を
も
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
「
四
」
や
「
一
」、「
二
」
は
、
活
用
に
用
い
る
母
音
の
数
で
も
あ

り
ま
す
。
変
格
活
用
以
外
の
活
用
表
を
母
音
で
表
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

四
段
活
用

ａ

ｉ

ｕ

ｕ

ｅ

ｅ

上
一
段
活
用

ｉ

ｉ

ｉ
る

ｉ
る

ｉ
れ

ｉ
よ

下
一
段
活
用

ｅ

ｅ

ｅ
る

ｅ
る

ｅ
れ

ｅ
よ

上
二
段
活
用

ｉ

ｉ

ｕ

ｕ
る

ｕ
れ

ｉ
よ

下
二
段
活
用

ｅ

ｅ

ｕ

ｕ
る

ｕ
れ

ｅ
よ

11

活
用
の
種
類

��������������　　
　
�　　
　
��������������������

例
え
ば
、
こ
ん
な
ふ
う
に
変
化
し
た
。

（
古
語
）　

（
現
代
語
）

読
む
（
四
段
）　

読
む

蹴
る
（
下
一
）　
　
　
　
　
蹴
る

死
ぬ
（
ナ
変
）　
　
➡

　
　
　
　
　

➡

　
　
　
　
　

死
ぬ

（
五
段
）

あ
り
（
ラ
変
）　

あ
る

見
る
（
上
一
）　
　
　
　
　
見
る

起お

く
（
上
二
）

➡

　
　
　
　
　

➡

　
　
　
　
　

起
き
る
（
上
一
）

受う

く
（
下
二
）

➡

受
け
る
（
下
一
）

来く

（
カ
変
）　
　
➡
　
　
来
る
（
カ
変
）

す

（
サ
変
）　
　
➡
　
　
す
る
（
サ
変
）

プ
ラ
ス

プ
ラ
ス

プ
ラ
ス

��
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
　

��������
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
　

���������������

�������������������������

��
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
　

�������

���������

基

  

礎

  

学

  

習

動
詞
⑴

第第第第第第

講講講
2222222222222222

「
語
幹
」
と
は
、
活
用
す
る
語
に
お
い
て
、
変
化

し
な
い
部
分
。

変
格
活
用
と
は
活
用
が
不
規
則
に
変
化
す
る
も
の

を
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
四
段
活
用
な
ど
の
よ
う

に
活
用
が
規
則
的
な
も
の
を
正
格
活
用
と
い
う
。

動
詞
は
、
必
ず
五
十
音
図
の
同
じ
行
の
中
で
活
用
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
同
じ
子
音
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、

右
の
母
音
に
よ
る
活
用
表
を
覚
え
て
お
い
て
、
あ
と
は
行
が
わ
か
れ
ば
、
活
用
表
が
書
け
ま
す
。

例

カ
行
四
段
活
用
　
　
か
（
ｋ
ａ
）　
　
き
（
ｋ
ｉ
）　
　
く
（
ｋ
ｕ
）　
　
く
（
ｋ
ｕ
）　
　
け
（
ｋ
ｅ
）　
　
け
（
ｋ
ｅ
）

変
格
活
用
は
、
特
殊
な
活
用
で
す
か
ら
、
活
用
表
を
そ
の
ま
ま
暗
記
し
て
く
だ
さ
い
。

例

語

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

已
然
形

命
令
形

ナ
行
変
格
活
用

（
死
ぬ
）

な

に

ぬ

ぬ
る

ぬ
れ

ね

ラ
行
変
格
活
用

（
あ
り
）

ら

り

り

る

れ

れ

カ
行
変
格
活
用

（
来
）

こ

き

く

く
る

く
れ

こ
（
こ
よ
）

サ
行
変
格
活
用

（
す
）

せ

し

す

す
る

す
れ

せ
よ

問
一

次
の
動
詞
に
つ
い
て
、
例
に
な
ら
っ
て
活
用
表
を
ひ
ら
が
な
で
完
成
せ
よ
。

活
用
の
種
類

語
幹

未
然

連
用

終
止

連
体

已
然

命
令

例

書
く

カ
行
四
段

書

か

き

く

く

け

け

⑴
思
ふ

ハ
行
四
段

思

⑵
起
く

カ
行
上
二
段

起

⑶
治を
さ

む

マ
行
下
二
段

治

⑷
似
る

ナ
行
上
一
段

（
似
）

⑸
蹴
る

カ
行
下
一
段

（
蹴
）

問
二

次
の
動
詞
を
例
に
な
ら
っ
て
、
指
定
さ
れ
た
活
用
形
に
活
用
し
て
ひ
ら
が
な
で
答
え
よ
。

例

を
り
（
ラ
行
変
格
）
の
未
然
形
＝
を
ら

⑴

死
ぬ
（
ナ
行
変
格
）
の
連
体
形
＝

⑶

来

（
カ
行
変
格
）
の
連
用
形
＝

確
認
問
題

確
認
問
題

確
認
問
題

確
認
問
題

確
認
問
題

確
認
問
題

を
り
（
ラ
行
変
格
）
の
未
然
形
＝
を
ら

死
ぬ
（
ナ
行
変
格
）
の
連
体
形
＝

⑵

あ
り
（
ラ
行
変
格
）
の
終
止
形

＝

（
カ
行
変
格
）
の
連
用
形
＝

���

���

���

���

死
ぬ
（
ナ
行
変
格
）
の
連
体
形
＝

⑵

あ
り
（
ラ
行
変
格
）
の
終
止
形

＝

（
カ
行
変
格
）
の
連
用
形
＝

���

���

���

���

13 12

出
典

⑴
「
方
丈
記
」
⑵
「
伊
勢
物
語
」

⑶
「
源
氏
物
語
」
⑷
「
宇
治
拾
遺
物
語
」

⑵
ヤ
行
は
、「
や
・
い
・
ゆ
・
え
・
よ
」。

出
典

⑴
「
大
和
物
語
」
⑵
「
更
級
日
記
」

⑶
「
宇
治
拾
遺
物
語
」

⑵
こ
の
文
章
全
体
は
、
姉
が
作
者
に
命
令
し
て
い
る

場
面
。
ま
た
、
接
続
助
詞
「
て
」
は
連
用
形
に
接

続
す
る
。

⑶
⑦
は
難
問
だ
が
、
九
種
類
の
動
詞
の
活
用
を
す
べ

て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
ア
段
音
が
ど
こ
に
出
て
く
る

か
調
べ
て
み
よ
う
。
三
か
所
し
か
な
い
は
ず
だ
。

12

　
　
次
の
文
中
の
（

）
内
の
動
詞
の
基
本
形
を
、
例
に
な
ら
っ
て
〈

〉
内
の
指
示
に
従
っ
て
活
用
し
て
、
答
え
よ
。

例

足
ず
り
を
（
す
）
て
泣
け
ど
も
、
か
ひ
な
し
。

〈
サ
行
変
格
活
用
・
連
用
形
〉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　〔
　
　
し
　
　
〕

⑴

朝あ
し
たに

死
に
夕
べ
に
（
生
ま
る
）
な
ら
ひ
、
た
だ
水
の
泡
に
ぞ
似
た
り
け
る
。

〈
ラ
行
下
二
段
活
用
・
連
体
形
〉

⑵

隅
田
川
の
ほ
と
り
に
至
り
て
、
都
の
い
と
恋
し
う
（
お
ぼ
ゆ
）
け
れ
ば
、
…
…

〈
ヤ
行
下
二
段
活
用
・
連
用
形
〉

⑶

宵
（
過
ぐ
）
ほ
ど
に
お
は
し
ま
し
ぬ
。

〈
ガ
行
上
二
段
活
用
・
連
体
形
〉

⑷

こ
の
尻
（
蹴
る
）。

〈
カ
行
下
一
段
活
用
・
命
令
形
〉

　
　
次
の
文
中
の
傍
線
部
の
動
詞
の
活
用
の
種
類
と
、
文
中
で
の
活
用
形
を
答
え
よ
。

⑴

五
条
に
ぞ
少
将
の
家
あ
る
に
行
き
着
き
て
見
れ
ば
、
い
と
い
み
じ
う
騒
ぎ
の
の
し
り
て
門
さ
し
つ
。
死
ぬ
る
な
り
け

り
。

①

行

活
用

形
　
　
②

行

活
用

形

③

行

活
用

形

⑵

い
づ
ら
、
猫
は
。
こ
ち
率ゐ

て
来こ

。

④

行

活
用

形
　
　
⑤

行

活
用

形

⑶

一
矢
射い

て
こ
そ
は
食く

ら
は
れ
侍
ら
め
。

⑥

行

活
用

形
　
　
⑦

行

活
用

形

⑧

行

活
用

形

1

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

2

①

②

③

�����

�����
�����

�����

�����

�����
�����

�����

�����

�����
�����

�����

④

⑤

�����

�����
�����

�����

�����

�����
�����

�����

⑥

⑦

⑧

�����

�����
�����

�����

�����

�����
�����

�����

�����

�����
�����

�����
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本

問

題
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⑵
こ
の
文
章
全
体
は
、
姉
が
作
者
に
命
令
し
て
い
る

場
面
。
ま
た
、
接
続
助
詞
「
て
」
は
連
用
形
に
接

⑶
⑦
は
難
問
だ
が
、
九
種
類
の
動
詞
の
活
用
を
す
べ

て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
ア
段
音
が
ど
こ
に
出
て
く
る

か
調
べ
て
み
よ
う
。
三
か
所
し
か
な
い
は
ず
だ
。

⑵
こ
の
文
章
全
体
は
、
姉
が
作
者
に
命
令
し
て
い
る

場
面
。
ま
た
、
接
続
助
詞
「
て
」
は
連
用
形
に
接

⑶
⑦
は
難
問
だ
が
、
九
種
類
の
動
詞
の
活
用
を
す
べ

て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
ア
段
音
が
ど
こ
に
出
て
く
る

か
調
べ
て
み
よ
う
。
三
か
所
し
か
な
い
は
ず
だ
。
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要
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重
要
古
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重
要
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語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

ち
う
と
＝
つ
っ
と
。

ふ
た
と
＝
ぽ
ん
と
。

～
ま
ま
に
＝
～
す
る
や
い
な
や
。

や
は
ら
＝
そ
っ
と
。

坊
＝
僧
坊
。
僧
侶
の
住
居
。

御
坊
＝
僧
侶
に
対
す
る
敬
称
。
お
坊
さ

ま
。
こ
の
場
合
、
最
初
の
「
御
坊
」

は
、「
僧
正
さ
ま
」
と
い
う
意
味
。

上
ざ
ま
＝
上
の
方
。
こ
の
場
合
、
建
物
の

上
部
。

あ
か
る
く
い
＝
工
事
用
の
足
場
。
寛
朝
僧

正
の
い
る
寺
で
は
、
建
物
の
修
理
工
事

の
最
中
で
あ
っ
た
。

は
た
ら
か
ぬ
＝
「
は
た
ら
く
」
は
「
動

く
」
の
意
。

番
匠
＝
大
工
。

う
ん
じ
顔
＝
う
ん
ざ
り
し
た
顔
。

次
の
文
章
は
、
怪
力
で
知
ら
れ
た
寛
朝
僧そ
う

正じ
よ
うと
い
う
僧
侶
に
関
す
る
説
話
で
、
あ
る
と
き
、
寛
朝
僧
正
の
い
る
寺
に
強
盗
が
入
り
、

寛
朝
僧
正
の
着
物
を
は
ぎ
取
ろ
う
と
し
て
、
寛
朝
僧
正
に
襲
い
か
か
ろ
う
と
し
た
と
い
う
記
述
に
続
く
部
分
で
あ
る
。

（
寛
朝
僧
正
は
）
ち
う
と
立
ち
め
ぐ
り
て
、
尻
を
ふ
た
と
蹴
た
り
け
れ
ば
、
蹴
ら
る
る
ま
ま
に
、
男
か
き
消
ち
て
見
え
ず
な
り
に
け
れ

ば
、
や
は
ら
歩
み
帰
り
て
、
坊
の
も
と
近
く
行
き
て
、「
人
や
あ
る
」
と
、
高
や
か
に
呼
び
け
れ
ば
、
坊
よ
り
小
法
師
走
り
来
に
け
り
。

僧
正
、「
行
き
て
火
と
も
し
て
来
よ
。
こ
こ
に
、
わ
が
衣き

ぬ

剥は

が
む
と
し
つ
る
男
の
、
に
は
か
に
失う

せ
ぬ
る
が
怪
し
け
れ
ば
、
見
む
と
思
ふ

ぞ
。
法
師
ば
ら
呼
び
具具ぐ

し
て
来こ

」
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
小
法
師
走
り
帰
り
て
、「
御ご

坊ば
う

引
き
剥
ぎ
に
会
は
せ
給
ひ
た
り
。
御
坊
達
、
参

り
給
へ
」
と
呼
ば
は
り
け
れ
ば
、
坊
々
に
あ
り
と
あ
る
僧
ど
も
、
火
と
も
し
、
太
刀
さ
げ
て
、
七
八
人
、
十
人
と
出い

で
来
に
け
り
。

「
い
づ
く
に
盗
人
は
候さ

ぶ
らふ

ぞ
」
と
問
ひ
け
れ
ば
、「
こ
こ
に
居居ゐ

た
り
つ
る
盗
人
の
、
わ
が
衣
を
剥
が
む
と
し
つ
れ
ば
、
剥
が
れ
て
は
寒
か

り
ぬ
べ
く
お
ぼ
え
て
、
尻
を
ほ
う
と
蹴
た
れ
ば
、
失
せ
ぬ
る
な
り
。
火
を
高
く
と
も
し
て
、
隠
れ
を
る
か
と
見
よ
」
と
の
た
ま
ひ
け
れ

ば
、
法
師
ば
ら
、「
を
か
し
く
も
仰
せ
ら
る
る
か
な
」
と
て
、
火
を
う
ち
振
り
つ
つ
、
上か

み

ざ
ま
を
見
る
ほ
ど
に
、
あ
か
る
く
い
の
中
に
落

ち
つ
ま
り
て
、
え
は
た
ら
か
ぬ
男
あ
り
。「
か
し
こ
に
こ
そ
人
は
見
え
侍は

べ

り
け
れ
。
番ば
ん

匠じ
や
うに

や
あ
ら
む
と
思
へ
ど
黒
き
装
束
し
た
り
」
と

言
ひ
て
、
上
り
て
見
れ
ば
、
あ
か
る
く
い
の
中
に
落
ち
は
さ
ま
り
て
、
み
じ
ろ
ぐ
べ
き
や
う
も
な
く
て
、
う
ん
じ
顔
つ
く
り
て
あ
り
。
逆さ

か

手て

に
抜
き
た
り
け
る
刀
は
、
い
ま
だ
持
ち
た
り
。
そ
れ
を
見
つ
け
て
、
法
師
ば
ら
寄
り
て
、
刀
も
、
も
と
ど
り
、
腕か
ひ
なと

を
取
り
て
引
き
上

げ
て
、
下
ろ
し
て
率率ゐ

て
参
り
た
り
。
具
し
て
坊
に
帰
り
て
、「
今
よ
り
後
、
老
法
師
と
て
な
侮あ

な
づり

そ
。
い
と
便
な
き
こ
と
な
り
」
と
言
ひ

て
、
着
た
り
け
る
衣
の
中
に
、
綿
厚
か
り
け
る
を
脱
ぎ
て
、
取
ら
せ
て
、
追
ひ
出
だ
し
て
や
り
て
け
り
。

①

②

ａ

ｂ

③

Ａ

Ｃ

④⑤

Ｂ

⑥

510

演

習

問

題

Ａ

問
一

傍
線
部
①
～
⑥
の
動
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
活
用
の
種
類
と
こ
こ
で
の
活
用
形
を
答
え
よ
。

①

行
　
　
　
　
　
活
用
　
　
　
　

③

行

活
用

⑤

行

活
用

問
二

二
重
傍
線
部
Ａ
・
Ｂ
の
動
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
活
用
の
種
類
と
活
用
形
を
答
え
よ
。
ま
た
、
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
番
号
を
○
で
囲
め
。

は
た
ら
か

行

活
用
　
　
　
　

あ
り

行

活
用
　
　
　
　

侮
り

行

活
用
　
　
　
　

Ａ

え
は
た
ら
か
ぬ
男
あ
り

1

動
か
ず
隠
れ
て
い
る
男
が
い
た

2

動
く
こ
と
が
で
き
な
い
男
が
い
た
　
　
　
　
　

3

動
か
な
い
訳
の
あ
る
男
が
い
た

4

動
い
て
い
た
男
が
い
た

問
三

傍
線
部
ａ
～
ｃ
の
動
詞
の
終
止
形
を
答
え
よ
。
ま
た
、
古
語
辞
典
を
引
い
て
語
義
を
調
べ
、
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
訳
語
を
終
止
形

で
答
え
よ
。

終
止
形

ａ

し

ｂ

具
し

ｃ

装
束
し
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て
参
り
た
り
。
具
し
て
坊
に
帰
り
て
、「
今
よ
り
後
、
老
法
師
と
て

侮

。
い
と
便
な
き
こ
と
な
り
」
と
言
ひ

た
り
け
る
衣
の
中
に
、
綿
厚
か
り
け
る
を
脱
ぎ
て
、
取
ら
せ
て
、
追
ひ
出
だ
し
て
や
り
て
け
り
。

（「
宇
治
拾
遺
物
語
」）

⑥
の
動
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
活
用
の
種
類
と
こ
こ
で
の
活
用
形
を
答
え
よ
。

形形形

二
重
傍
線
部
Ａ
・
Ｂ
の
動
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
活
用
の
種
類
と
活
用
形
を
答
え
よ
。
ま
た
、
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
番
号
を
○
で
囲
め
。

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

ｃ
の
動
詞
の
終
止
形
を
答
え
よ
。
ま
た
、
古
語
辞
典
を
引
い
て
語
義
を
調
べ
、
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
訳
語
を
終
止
形
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⑥
の
動
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
活
用
の
種
類
と
こ
こ
で
の
活
用
形
を
答
え
よ
。

形形形

二
重
傍
線
部
Ａ
・
Ｂ
の
動
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
活
用
の
種
類
と
活
用
形
を
答
え
よ
。
ま
た
、
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
番
号
を
○
で
囲
め
。

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

ｃ
の
動
詞
の
終
止
形
を
答
え
よ
。
ま
た
、
古
語
辞
典
を
引
い
て
語
義
を
調
べ
、
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
訳
語
を
終
止
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

510

読
解
読
解
読
解
読
解
読
解

動
詞
を
探
し
な
が
ら
読
み
、
傍
線
部
が

引
か
れ
て
い
な
い
動
詞
も
活
用
の
行
・
種

類
を
考
え
て
み
よ
う
。

ま
た
、
会
話
文
は
誰
の
発
言
か
を
と
ら

え
な
が
ら
読
も
う
。「
と
」「
と
て
」「
と

い
ふ
」
な
ど
の
よ
う
に
会
話
の
後
に
「
と
」

が
付
く
と
い
う
特
徴
に
注
目
す
れ
ば「

が
な
く
て
も
会
話
文
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

重
要
古
語

佐
渡
国
＝
現
在
の
新
潟
県
の
佐
渡
島
。

郡
司
＝
行
政
を
行
う
役
人
。

よ
し
＝
事
情
、
い
き
さ
つ
。
男
は
「
こ
の

よ
う
な
夢
を
見
た
」
と
妻
に
話
し
た
。

合
は
す
＝
二
つ
の
も
の
を
会
わ
せ
る
こ

と
。
こ
こ
で
は
夢
合
わ
せ
を
す
る
こ

と
。

よ
し
な
し
＝
つ
ま
ら
な
い
。

日
来
＝
普
段
。

饗
応
＝
食
事
や
酒
を
出
し
て
も
て
な
す
こ

と
。

す
か
す
＝
だ
ま
す
。

や
む
ご
と
な
し
＝
高
貴
で
あ
る
。
別
格

だ
。
並
で
な
い
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。

こ
れ
も
今
は
昔
、
伴ば

ん
の

大だ
い

納な

言ご
ん

善よ
し

男を

は
佐
渡
国
郡
司
が
従ず

者さ

な
り
。

彼か
の

国
に
て
善
男
、
夢
に
見
る
や
う
、
西
大
寺
と
東
大
寺
と
を
ま
た
ぎ
て
立た
ち

た
り
と
見
て
、
妻め

の
女
に
こ
の
よ
し
を
語
る
。
妻
の
い
は

く
、「
そ
こ
の
ま
た
こ
そ
、
裂
か
れ
ん
ず
ら
め
」
と
合
は
す
る
に
、
善
男
、
お
ど
ろ
き
て
、「
よ
し
な
き
事
を
語か

た
りて

け
る
か
な
」
と
お
そ
れ

思お
も
ひて

、
主し
う

の
郡
司
が
家
へ
行
向む
か

ふ
所
に
、
郡
司
、
き
は
め
た
る
相さ
う

人に
ん

な
り
け
る
が
、
日ひ
ご
ろ来

は
さ
も
せ
ぬ
に
、
事
の
外
に
饗き
や
う

応お
う

し
て
、
わ

ら
う
だ
と
り
い
で
、
む
か
ひ
て
、
召
し
の
ぼ
せ
け
れ
ば
、
善
男
、
あ
や
し
み
を
な
し
て
、「
我
を
す
か
し
の
ぼ
せ
て
、
妻
の
い
ひ
つ
る
や

う
に
、
ま
た
な
ど
裂
か
ん
ず
る
や
ら
ん
」
と
恐お

そ
れ

思お
も
ふ

程
に
、
郡
司
が
い
は
く
、「
汝な
ん
ぢ、

や
む
ご
と
な
き
高
相
の
夢
見
て
け
り
。
そ
れ
に
、

よ
し
な
き
人
に
語
り
て
け
り
。
か
な
ら
ず
、
大
位
に
は
い
た
る
と
も
、
事
い
で
来
て
、
罪
を
か
ぶ
ら
ん
ぞ
」
と
い
ふ
。

然し
か
るあ

ひ
だ
、
善
男
、
縁
に
つ
き
て
、
京き
や
う

上の
ぼ
り

し
て
、
大
納
言
に
い
た
る
。
さ
れ
ど
も
、
猶な
ほ

、
罪
を
か
ぶ
る
。
郡
司
が
こ
と
ば
に
た
が
は

ず
。

（「
宇
治
拾
遺
物
語
」）

（
注
）
ま
た
こ
そ
、
裂
か
れ
ん
ず
ら
め
＝
胯ま

た

が
裂
か
れ
る
だ
ろ
う
。

相
人
＝
人
相
見
。
人
相
か
ら
運
命
を
予
見
す
る
者
。

わ
ら
う
だ
＝
円
い
座
布
団
の
よ
う
な
も
の
。

の
ぼ
せ
＝
呼
び
寄
せ
る
。

高
相
＝
高
い
地
位
に
達
す
る
こ
と
。

ａ

①

②

ｂ

③

④

ｃ

⑤

演

習

問

題

Ｂ

17

古
文
常
識

古
文
常
識

古
文
常
識

古
文
常
識

古
文
常
識

古
文
常
識

古
文
常
識

夢
合
は
せ

古
文
で
は
「
夢
」
が
お
告
げ
の
役
割
を

果
た
す
こ
と
が
多
い
。
夢
の
中
に
現
れ
た

僧
か
ら
お
告
げ
を
受
け
る
夢
を
見
た
後
、

現
実
で
そ
の
通
り
に
な
る
な
ど
。「
夢
合

わ
せ
」
は
夢
で
見
た
内
容
に
つ
い
て
吉
凶

を
判
断
す
る
こ
と
で
、「
夢
と
き
」「
夢
う

ら
」
と
も
い
う
。

問
二

①
古
文
の
「
そ
こ
」
は
、
場
所
や

物
だ
け
で
な
く
人
物
も
示
し
、「
あ
な

た
、
そ
な
た
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。

こ
こ
は
そ
の
用
法
。

②
「
日
来
は
さ
も
せ
ぬ
に
」
は
「
普
段

は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
の
に
」

と
い
う
意
味
。

問
三

引
用
を
表
す
「
と
」
に
着
目
し
て

探
す
。

問
四

傍
線
部
④
の
あ
と
に
「
に
語
り
て

け
り
」
と
あ
る
。
夢
の
内
容
を
話
し
た

相
手
を
と
ら
え
る
。

問
五

古
文
で
は
同
一
人
物
が
別
の
呼
び

方
で
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
。
郡
司
は

伴
善
男
の
主
人
で
あ
る
。

問
六
「
郡
司
が
こ
と
ば
」
の
う
ち
、「
か

な
ら
ず
…
…
罪
を
か
ぶ
ら
ん
ぞ
」
と
郡

司
が
言
っ
た
根
拠
と
な
る
部
分
を
探
す
。

問
一

傍
線
部
ａ

傍
線
部
ａ
～
ｃ
の
動
詞
の
、
活
用
の
行
・
種
類
、
お
よ
び
、
こ
こ
で
の
活
用
形
を
答
え
よ
。

ｃ
の
動
詞
の
、
活
用
の
行
・
種
類
、
お
よ
び
、
こ
こ
で
の
活
用
形
を
答
え
よ
。

ａ
�����

・

�����

ｂ
�����

・

�����

ｃ
�����

・

�����

問
二

傍
線
部
①
「
そ
こ
」・
②
「
さ
」
の
指
示
内
容
を
答
え
よ
。

①
�����

�����

②
�����

�����

問
三

傍
線
部
③
「
夢
」
の
内
容
に
あ
た
る
部
分
を
本
文
中
か
ら
十
六
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

問
四

傍
線
部
④
「
よ
し
な
き
人
」
と
は
誰
を
指
す
か
。
本
文
中
か
ら
三
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

問
五

傍
線
部
⑤
「
郡
司
が
こ
と
ば
に
た
が
は
ず
」
と
あ
る
が
、
伴
善
男
の
運
命
を
予
見
し
た
郡
司
と
同
じ
人
物
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
番
号
を
〇
で
囲
め
。

1

従
者

2

き
は
め
た
る
相
人

3

や
む
ご
と
な
き
高
相

4

大
納
言

問
六

伴
善
男
が
罪
を
受
け
る
原
因
を
、
郡
司
は
何
で
あ
る
と
予
言
し
た
か
、
簡
潔
に
答
え
よ
。

�����

�����

読
解
読
解
読
解
読
解
読
解
読
解
のの

動
詞
を
探
し
な
が
ら
読
み
、
傍
線
部
が

引
か
れ
て
い
な
い
動
詞
も
活
用
の
行
・
種

類
を
考
え
て
み
よ
う
。

ま
た
、
会
話
文
は
誰
の
発
言
か
を
と
ら

え
な
が
ら
読
も
う
。「
と
」「
と
て
」「
と

い
ふ
」
な
ど
の
よ
う
に
会
話
の
後
に
「
と
」

が
付
く
と
い
う
特
徴
に
注
目
す
れ
ば「

が
な
く
て
も
会
話
文
を
見
つ
け
る
こ
と
が

1

第
1
講

古
文
入
門

確
認
問
題

　
　問

一

⑴
キ
ョ
ー
　
　
⑵
ド
ー
シ
ン

⑶
カ
ン
ゲ
ン
　
　
⑷
マ
ワ
ル

問
二

⑴
エ
ム
　
　
⑵
オ
ト
コ
　
　
⑶
イ
ナ
カ

問
三

⑴
助
詞
　
　
⑵
形
容
詞
　
　
⑶
形
容
動
詞

基
本
問
題

　
　

⑴
ソ
ー
ロ
ー

⑵
カ
キ
ュ
ー

⑶
ヨ
ー

⑷
チ
ョ
ー
チ
ョ
ー

⑸
コ
ー
リ
ョ
ー

⑹
イ
ン
ノ
チ
ョ
ー

⑺
ガ
ン
ニ
ン
ボ
ー
ズ
　
　
⑻
ナ
ン
ジ
ョ
ー

⑴
形
容
詞
　
　
⑵
形
容
動
詞
　
　
⑶
形
容
動
詞

⑷
動
詞

⑸
動
詞

⑹
形
容
詞

⑴
い
　
　
⑵
え
　
　
⑶
ゐ
　
　
⑷
う
　
　
⑸
ゑ

⑴

ヒ
ン
ト
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
、
語
頭
以
外
の
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
を
「
わ
い
う
え
お
」

に
直
す
。
す
る
と
、「
さ
う
ら
う
」
と
な
る
が
、
母
音
が
ａ
ｕ
と
な
る
と
こ
ろ
は
、「
オ
ー
」

と
読
む
の
で
、
ｓ
ａ
ｕ
ｒ
ａ
ｕ
は
、「
ソ
ー
ロ
ー
」
と
読
む
。

⑵

⑴
と
同
様
に
、
ま
ず
語
頭
以
外
の
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
を
「
わ
い
う
え
お
」
と
直
す
と
、

「
く
ゎ
き
う
」
と
な
る
。「
く
ゎ
」
は
「
カ
」
と
読
み
、
母
音
が
ｉ
ｕ
と
な
る
と
こ
ろ
は
「
ユ

ー
」
と
読
む
の
で
、
ｋ
ａ
ｋ
ｉ
ｕ
は
、「
カ
キ
ュ
ー
」
と
読
む
。

P.
3
〜
P.
4

解
答

P.
5

解
答

123
解
説

1

⑶

ま
ず
語
頭
以
外
の
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
を
「
わ
い
う
え
お
」
に
直
す
と
、「
ゑ
う
」。「
ゑ
」

は
、「
エ
」
と
読
む
の
で
、「
え
う
」
と
な
り
そ
う
だ
が
、
母
音
が
ｅ
ｕ
と
な
る
と
こ
ろ
は

「
ヨ
ー
」
と
読
む
。

⑷

ま
ず
語
頭
以
外
の
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
を
「
わ
い
う
え
お
」
に
直
す
と
、「
て
う
て
う
」
だ

が
、
母
音
が
ｅ
ｕ
と
な
る
と
こ
ろ
は
「
ヨ
ー
」
と
読
む
の
で
、
ｔ
ｅ
ｕ
ｔ
ｅ
ｕ
は
「
チ
ョ
ー

チ
ョ
ー
」
と
読
む
。

⑸
「
く
ゎ
」
は
「
カ
」
と
読
む
か
ら
、「
か
う
り
ゃ
う
」
と
な
る
が
、
母
音
ａ
ｕ
は
「
オ
ー
」

と
読
む
の
で
、
ｋ
ａ
ｕ
ｒ
ｙ
ａ
ｕ
は
「
コ
ー
リ
ョ
ー
」
と
読
む
。

⑹
「
ゐ
」
は
「
イ
」
と
読
む
。「
ち
ゃ
う
」（
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
）
は
「
チ
ョ
ー
」
と
読
む
。

⑺
「
ぐ
ゎ
」
は
「
ガ
」
と
読
む
。「
ば
う
ず
」（
ｂ
ａ
ｕ
ｚ
ｕ
）
は
「
ボ
ー
ズ
」。

⑻

ま
ず
、
語
頭
以
外
の
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
を
「
わ
い
う
え
お
」
に
直
す
と
、「
な
ん
で
う
」

だ
が
、「
で
う
」（
ｄ
ｅ
ｕ
）
は
「
ジ
ョ
ー
」
と
読
む
。

用
言
は
、
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
だ
が
、
動
詞
の
終
止
形
の
語
尾
は
、
ラ
変
動
詞
（
あ

り
・
を
り
・
は
べ
り
・
い
ま
す
が
り
）
以
外
は
ウ
段
音
。
よ
っ
て
、
⑷
と
⑸
は
動
詞
で
あ
る
。

ま
た
、
形
容
詞
の
終
止
形
の
語
尾
は
、「
し
」
で
、
形
容
動
詞
の
終
止
形
の
語
尾
は
「
な
り
」

「
た
り
」
な
の
で
、
⑴
が
形
容
詞
、
⑵
⑶
が
形
容
動
詞
と
わ
か
る
。
⑹
の
「
い
み
じ
」
の
語
尾

は
、
厳
密
に
言
え
ば
、「
し
」
で
は
な
い
が
、「
じ
」
で
も
同
様
と
考
え
て
ほ
し
い
。
ち
な
み
に

⑴
は
、「
物
足
り
な
い
」
の
意
味
の
形
容
詞
。
⑵
は
、
し
み
じ
み
し
た
感
動
を
表
す
形
容
動
詞
。

⑶
は
広
々
と
し
た
様
子
を
表
す
形
容
動
詞
。
⑷
は
、「
存
在
す
る
」
の
意
味
の
動
詞
。
⑸
は
、

「
返
事
を
す
る
」
の
意
味
の
動
詞
。
⑹
は
、
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
こ
と
を
表
す
形
容
詞
。

ヤ
行
は
、「
や
・
い
・
ゆ
・
え
・
よ
」、
ワ
行
は
、「
わ
・
ゐ
・
う
・
ゑ
・
を
」。
気
を
つ
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
ゐ
」
と
「
ゑ
」
で
あ
る
。
よ
く
見
て
正
確
に
書
け
る
よ
う
に
し
て

お
こ
う
。
特
に
、「
ゑ
」
は
正
確
に
書
い
て
い
る
つ
も
り
で
も
間
違
え
て
い
る
人
が
多
い
。「
ゑ
」

は
、「
恵
」
を
崩
し
て
で
き
た
字
な
の
で
、「
ゑ
」
の
下
半
分
は
「
心
」
を
崩
し
た
形
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
二
つ
山
が
あ
っ
て
内
側
に
は
ね
る
、
と
覚
え
て
お
こ
う
。
外
側
に
は
ね
た
り
、

「
灬
」
と
し
て
し
ま
っ
た
り
し
た
も
の
は
×
。

演
習
問
題
Ａ

　
　問

一

①
オ
ノ
コ

②
エ
シ
マ

23

P.
6
〜
P.
7

解
答

解
答
解
説

高
校
新
演
習

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

解
答
解
説

解
答
解
説

解
答
解
説
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スタンダード

数学
スタンダード数学では、入試対策の基礎となる知識を例題・類題と多彩な演習問題で身

に付けつつ、応用問題で定期試験や入試にも通用する思考力も養っていきます。従来からの集団授業形
式や個別指導形式だけでなく、リモート授業など生徒自身が自力で学習を進めていく場面でも取り組み
やすいように、コーナーの構成や解答解説を工夫しました。特に解答解説は別解の掲載も充実させ、途
中式もなるべく省略せずに詳細に説明していますので、どこで間違えたのかを生徒自身の力で見つけら
れるようになっています。

62

1 関数に関することば
右の図のように，周囲 12 kmの池のまわりを時速

3kmで歩き 1周する。A地点を出発してからx時間

後の進んだ道のりは ❶ kmであり，残りの道の

りをykmとすると，y＝12－ ❶   である。このとき，

0≦x≦4  の範囲で，xの値を定めると，対応するyの値がただ 1つ定まる。
　このように， 2つの変数  x，y  があり，xの値を定めると，対応するyの

値がただ 1つ定まるとき，yはxの ❷ であるといい，y＝f（x）  のよう

に表す。

y＝f（x）において，x＝aのときのyの値を ❸ と表し，この値を

x＝aにおける関数の値という。

2 関数のグラフ

　平面上で座標軸を定めた平面を ❹ といい，❹

上の点を実数の組（a，b）で表したものを座標という。
　関数 y＝f（x）に対し，等式 y＝f（x）を満たす点（x，y）全体が作る図形を，
関数 y＝f（x）のグラフといい，y＝f（x）をそのグラフの方程式という。

　関数 y＝f（x）において，xのとりうる値の範囲を，この関数の ❺

といい，このxの範囲におけるyのとりうる値の範囲を ❻ という。

　関数 y＝f（x）の❺ が a≦x≦b であること

を，y＝f（x）（a≦x≦b）のように書くことが多い。
❻ に最大の値があるとき，この値を

❼ といい，❻ に最小の値があるとき，

この値を ❽ という。

　例えば，関数 y＝－3x＋12 （1≦x≦3）のグラフは右

の図のようになり，定義域は ❾ ，値域

は � である。

　また，x＝ � のとき最大値 �

x＝ � のとき最小値 ⓮

をとる。

ykm

1周12km

3xkm

A

池

時速 3 kmで，12 kmの
池を 1周するので，かかる
時間は 4時間である。
よって，0≦x≦4

座標平面は座標軸によ
り，次のような 4つの部分
（象

しょう

限
げん

）に分けられる。

　なお，座標軸上の点は，
どの象限にも属さないもの
とする。
例�　点（－2，5）は第 2象限
にあり，点（0，－3）はど
の象限にも属さない。

第 3象限 第 4象限

第 2象限 第 1象限

x

y

O

x

y

y=-3x+12

O

12

1 3 4

B

A

最大

最小

解答 ❶ 3x ❷ 関数　　❸ f（a）　　❹　座標平面　　❺　定義域　　❻　値域　　❼　最大値
❽ 最小値　　❾ 1≦x≦3 � 3≦y≦9　　� 1 � 9 � 3 ⓮ 3

基　  礎　  学　  習

２次関数⑴　2次関数とグラフ第7講
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　次の関数  f（x）  について，f（0），f（5），f（－3），f（a－1）  の値を，それぞ
れ求めよ。
⑴ f（x）＝2x－5 ⑵ f（x）＝x2＋4

例題１　［関数の値］　➡ 1

⑴ f（0）＝2･0－5＝ １ f（5）＝2･5－5＝ 2

f（－3）＝2･（－3）－5＝ 3

f（a－1）＝2･（a－1）－5＝ 4

⑵ f（0）＝02＋4＝ 5 f（5）＝52＋4＝ 6

　　f（－3）＝（－3）2＋4＝ 7

　　f（a－1）＝（a－1）2＋4＝（a2－2a＋1）＋4＝ 8

類題１　次の関数 f（x）について，f（3），f（－2），f（a＋2） の値を，それぞれ求
めよ。
⑴ f（x）＝－3x＋7 ⑵ f（x）＝2x2＋x

　次の関数の値域を求めよ。また，最大値，最小値があれば，それを求め
よ。
　　y＝2x－1　（－1≦x＜3）

例題２　［関数のグラフ］　➡ 2

　与えられた関数のグラフは，直線 y＝2x－1 の
－1≦x＜3 の部分である。
　y＝2x－1 において，x＝－1 のとき

　　y＝2・（－1）－1＝ 9

　x＝3 のとき

　　y＝2・3－1＝ １0

　よって，与えられた関数のグラフは図の実線部分
である。値域は

　　 １１  ≦y＜ １2

　また，最大値，最小値について

　　最大値はない　　x＝－1 のとき最小値 １3

（注）　グラフで，端点を含む場合は ，含まない場合は で表す。

類題２　次の関数の値域を求めよ。また，最大値，最小値があれば，それを
求めよ。

y＝－2x＋3　（－2＜x≦3）

 f（x）のxには，数の
他に a－1 のような式を代
入してもよい。

例題１の答

１ 　－5　 2 　5

3 　－11　 4 　2a－7

5 　4　 6 　29　 7 　13

8 　a2－2a＋5

x

y

O

5

3
-1

-1

-3

y=2x-1 y＝2x－1 のグラフ
　 1次関数 y＝2x－1 のグ
ラフのことを，直線
y＝2x－1 という。

関数の最大値・最小値
　最大値，最小値は，どち
らか片方または両方ともな
い場合がある。

最大値，最小値を答え
る際は，なるべくそのとき
のxの値も示す。

例題２の答

9 　－3　 １0　5

１１　－3　 １2　5

１3　－3
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●基礎学習
新出事項を穴埋め式の解説で理解します。授業で
は先生が空欄部分の内容を強調して取り上げなが
ら、自習ではページ下端の解答を見ながら埋める
ことで、手を動かして集中力を維持しながら学習
を進めることができます。
※ スタンダードの「基礎学習」は、ベーシックの
「学習のポイント」と共通の内容です。

●例題・類題
「基礎学習」の解説のすぐ右のページでは、左ページの
内容に対応した典型題が「例題」「類題」として設けられ
ており、新出事項をどのように使うのかを問題の中で理
解することができます。「例題」も穴埋め式で、右注の
解答を使って埋めることもできるので、使用形態を問わ
ずスムーズに進められます。
※ スタンダードの「例題」はベーシックの「ターゲット」
と共通の内容です。

数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B・数学C

企画の概要

MATHEMATICS

スタンダード
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　　次の関数f（x）について，f（0），f（4），f（－1），f（a－2）の値をそれぞれ求めよ。 例題１
⑴ f（x）＝－4x＋2 ⑵ f（x）＝－2x2＋3x

　　次の関数の値域を求めよ。また，最大値，最小値があれば，それを求めよ。 例題２
　　　y＝3x＋4　（－3＜x≦2）

　　次の 2次関数のグラフをかけ。 例題３

⑴ y＝3x2 ⑵ y＝－ 2
5
x2

　　次の 2次関数のグラフをかけ。 例題４

⑴ y＝ 1
2
x2－3 ⑵ y＝－2（x＋ 1

2）
2

　　次の 2次関数のグラフをかけ。 例題５
⑴ y＝3x2＋6x－1 ⑵ y＝－x2＋6x－8

　�　放物線  y＝3x2＋6x＋2  は，平行移動して放物線  y＝3x2－12x－13  に重ねることができる。どのように平
行移動すればよいか。 例題６

1

2

3

4

5

6

確　 認　 問　 題
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次の関数の値域を求めよ。また
　（－

次関数のグラフをかけ。

次関数のグラフをかけ。

次関数のグラフをかけ。
－

＋
行移動すればよいか。

次の関数の値域を求めよ。また
－

次関数のグラフをかけ。

次関数のグラフをかけ。

次関数のグラフをかけ。

＋
行移動すればよいか。

69

　　次の問いに答えよ。
　⑴　関数  f（x）＝ax＋b  が  f（1）＝－5，f（－2）＝19  を満たすとき，a，b  の値を求めよ。

⑵ kを 0でない定数とする。関数  f（x）＝x2－5x＋2  において，f（1）＝f（1＋k）  が成り立つとき，kの値
を求めよ。

　　－2≦x＜4  であるとき，関数  y＝－ 1
2
x＋3  の値域を求めよ。また，最大値，最小値があれば，それを求

めよ。

　　次の 2次関数のグラフの軸と頂点を求めよ。また，そのグラフをかけ。

⑴ y＝－ 1
3
x2 ⑵ y＝2x2－3 ⑶ y＝－（x＋ 1

2）
2

＋1

次の 2次関数のグラフの軸と頂点を求めよ。また，そのグラフをかけ。

⑴ y＝－x2－4x＋1 ⑵ y＝ 1
2
x2－x＋ 3

2

1

2

3

4

基　 本　 問　 題
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／100点

得点実施日
月 日

氏名

f（x）＝－x2＋3x＋1 について，次の値をそれぞれ求めよ。
⑴ f（2）

⑵ f（－3）

⑶ f（a－1）

次の 2次関数のグラフの軸の式と頂点の座標を求めよ。また，
そのグラフをかけ。

⑴ y＝－ 1
2
x2＋5

⑵ y＝－x2＋4x－4

⑶ y＝2x2＋8x＋3

1 1 5点×3  ／15点

⑴

⑵

⑶

2 2 5点×9  ／45点

⑴

軸 頂点

グラフ

⑵

軸 頂点

グラフ

⑶

軸 頂点

グラフ

P.62～P.71

２次関数⑴　２次関数とグラフ7

0001-0030_1_高新演スタ_数1_確テ.indd   13 2021/07/15   11:13

であるとき

次関数のグラフの軸と頂点を求めよ。また

次関数のグラフの軸と頂点を求めよ。また

x＋

71

　　定義域が  1≦x≦3  である関数  f（x）＝ax＋b  において，最大値が8，最小値が 2であるとき，a，b  の値
を求めよ。

　　 2つの放物線  y＝2x2＋4ax＋25，y＝－3x2＋12x＋b  の頂点が一致するような  a，b  の値を求めよ。

　放物線  y＝ax2＋bx＋c  をx軸方向に－2，y軸方向に 3だけ平行移動すると放物線  y＝4x2＋24x＋37 に
重なった。このとき，a，b，c  の値を求めよ。

　　図形を直線や点に関して対称な位置に移すことを対称移動という。
　放物線  y＝2x2－8x＋9  を次の直線や点に関して対称移動したとき，
その放物線の方程式を y＝ax2＋bx＋cの形で表せ。
⑴ x軸 ⑵ y軸 ⑶ 原点

1

2

3

4

x

y

O

⑴⑶

⑵

応　 用　 問　 題
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4x－4

x＋3

⑴

⑵

軸 頂点

グラフ

⑶

軸 頂点

グラフ

　放物線 y＝x2－4x＋2 は，平行移動して放物線 y＝x2＋6x＋14 

に重ねることができる。どのように平行移動すればよいか。

　放物線  y＝－2x2－4x＋1  をx軸方向に  5，y  軸方向に －4 だけ
平行移動すると，放物線 y=ax2＋bx＋c に重なるとき，a，b，c

の値を求めよ。

3 3 20点×1  ／20点

4 4 20点×1  ／20点

a

b

c
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●確認問題
「類題」と同レベルの難易度の問題に自力で取り
組み、知識の定着を図ります。新版では、対応す
る「例題」「類題」がある問題にはその対応先が
示してあるので、わからなくなったときの復習も
スムーズに行うことができます。

●基本問題
反復練習量の補充や、「確認問題」までとはパター
ンが少し変わった問題を通じて新出事項の理解を
深めます。新版では、より確実に定着できるよう
問題量を増やしました。「例題」で扱いきれなかっ
た基本的な問題も含むので、ここまでは必ず取り
組みたいところです。

●応用問題
「基本問題」までよりも数値が複雑なもの、ステッ
プが多く手間がかかるものや、入試問題タイプの
少し工夫が必要なものなどを取り上げ、より応用
的な問題に取り組んでいくための思考力を養う問
題を配置しています。生徒の理解度などを踏ま
え、より力をつけるためにご活用ください。

●確認テスト
各講には別冊でB5両面1枚の確認テストが付属しています。「基
本問題」までのレベルで、15～20分程度の実施時間を想定して
作成されています。難問は含めず、基礎の定着を確認するテスト
になっていますので、毎回満点が取れるところまで復習をするよう
指示しましょう。

※基本問題・応用問題の残りは宿題。

基礎学習・例題・類題 予習

確認テスト(前回の復習） 25分

確認問題 25分

基本問題 15分

応用問題 15分

個別指導の運用例（1コマ80分）

STANDARD



スタンダード

英語
スタンダード英語Ⅰ・英語Ⅱは高校英語の基礎から標準レベルまでを扱った教材です。各

単元は基礎学習・チェックコーナー→基本問題→演習問題→読解問題と4ステップの構成になっており、
問題を解くことで知識を無理なく定着させることができます。また近年の大学入試の動向を踏まえて、
基本問題・演習問題では記号選択問題を含むさまざまな形式の問題を出題。読解問題では素材文を最新
のテーマに差し替え、大学入学共通テストなどを意識した実用文を一部取り入れるなど内容を刷新しまし
た。さらに各単元冒頭のQRコードから、基本文と読解問題の英文の音声を聞くことができます。本教材
をご活用いただくことで、高校英語の充実した基礎力を養うことができます。

企画の概要

ENGLISH

英語Ⅰ・英語Ⅱスタンダード

2

関係代名詞とは • 関係代名詞とは，代名詞の働きと同時に接続詞の働きをする語のことです。
関係代名詞は接続詞として，あとに形容詞の働きをする節（形容詞節）を導き，直前の
名詞を修飾します。その形容詞節によって修飾される名詞を先行詞と言います。
①

I know a woman.＋② She  lives in Kyoto.
→ I know a woman  who lives in Kyoto . （形容詞節：後ろから直前の名詞を修飾）

先行詞  関係代名詞 （私は京都に住んでいる女性を知っています。）
※関係代名詞の whoは②の文の Sheの代わりをする代名詞であると同時に，①と
②を１文に結びつける接続詞の働きをしています。

関係代名詞の種類 • 関係代名詞は，先行詞の種類と，形容詞節の中でどんな働きをしているかによって，
次のように使い分けます。

主格の用法 • 形容詞節の中で主語の働きをします。関係代名詞のあとに続く動詞は，先行詞の人称
と数に一致します。 例文1

所有格の用法 • 形容詞節の中で所有格の代名詞の働きをし，あとに無冠詞の名詞を伴います。
例文2

目的格の用法 • 形容詞節の中で目的語の働きをします。関係代名詞のあとは〈S＋V〉が続きます。
　＊先行詞が「人」の場合，口語では whoも使われます。 例文3

関係代名詞の省略 • 目的格の関係代名詞は省略することができます。ただし，これは制限用法の場合のみで，
非制限用法では省略できません。（非制限用法については「関係詞⑶」で説明します）

主格 所有格 目的格
人 who whose whom・who〈口語〉

物・動物 which whose・of which which
人・物・動物 that that

先行詞 格

1 I know a Japanese girl who speaks French very well.
（私はフランス語をとても上手に話す日本人の少女を知っています。）

2 The book whose cover is blue is mine.
（表紙の青い本は私のものです。）

3� Mary is an old friend （whom［that］） I’ve wanted to see for a long 
time.
（メアリーは私が長い間会いたいと思っている旧友です。）

• cover ｢表紙」

関係詞⑴第第1515講

基 礎 学 習 関係代名詞とは何かを理解し，またその種類と用法を覚えましょう。

関係代名詞（制限用法）1

次の（　　）内から適する語を選び，その記号を○で囲みなさい。
⑴ Please show me the letter （ア．who　イ．which　ウ．whose） you got from Ken.
⑵ She wants to have a dog （ア．whom　イ．which　ウ．whose） ears are long.
⑶ Look at the house （ア．who　イ．whose　ウ．which） roof is red.
⑷ Do you know the man （ア．who　イ．whose　ウ．whom） is standing over there?

チェックコーナーチェックコーナー CHECK 解答は138ページ

P002-025_STANDARD2本体.indd   2P002-025_STANDARD2本体.indd   2 2021/09/24   11:40:342021/09/24   11:40:34

4

解答と解説は１ページ

主語である先行詞を修飾する形容詞節は文全体の動詞の直前までであることを覚えておこう。
2. whichはそのあとに続く語句から格を判断する。〈S＋V〉が続いているので目的格。
4.  thatが関係代名詞。あとに動詞が続いているので主格。
5.  目的格の関係代名詞（which［that］）の省略。主語の The fishが先行詞。

関係代名詞の見極めは，先行詞の種類と関係代名詞のあとに続く語句から判断すること。
2. 関係代名詞のあとが I will invite ～と〈S＋V〉となっている。
3.  「彼は歌が若者の間で人気のあるミュージシャンです」という意味の文。この「歌」は「彼の歌」とい

うこと。

1 関係代名詞の位置

次の英文の形容詞節に下線を引き，全文を日本文に直しなさい。
1. Do you know the woman who is holding a baby in her arms?

2. I’m reading the novel which he lent me yesterday.

3. The house whose roof is red is John’s.

4. Tom is the only boy that was able to answer this question.

5.  The fish he caught was the biggest of all.

6.  He is the man who bought this car.

1.  hold「～を抱く」
hold ～ in one’s arms

「～を…の両腕に抱く」
3.  roof「屋根」

2 関係代名詞の選択

次の（　　）内から適する語を選び，○で囲みなさい。
1. Did you read the article （who，which，whose） told you about the 

railway accident?

2. Tom is one of the guests （whose，which，whom） I will invite to 
the party.

3. He is a musician （who，whose，whom） songs are popular among 
the young.

4. Most of the people （who，whose，whom） joined the meeting 
were foreigners.

5. The whale is an animal （who，which，whose） lives in the sea.

1.  article「記事」
3.  the young「若者」
（the＋形容詞＝形容詞
＋people）

4.  foreigner「外国人」
5.  whale「クジラ」

基　�本　�問　�題基　 本　 問　 題
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〉が続いているので目的格。

関係代名詞の見極めは，先行詞の種類と関係代名詞のあとに続く語句から判断すること。

「彼は歌が若者の間で人気のあるミュージシャンです」という意味の文。この「歌」は「彼の歌」とい

article

the young

the

people

foreigner

whale
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解答と解説は３ページ
1 次の日本文に合うように，（　　）に適する語を入れなさい。
⑴ 彼は４ドアの中古車を買いたいと思っています。
　　He wants to buy a （　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　） four doors.

⑵　ここから屋根が見える建物は教会です。
　　The building （　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　） see from here is a church.

⑶ この川で泳ぐ人は１人もいません。
There is （　　　　）（　　　　）（　　　　） in this river.

⑷ 私があなたに紹介したい人は私のいとこです。
The （　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　） to introduce to you （　　　　） my cousin.

⑸ オーストラリアは多くの日本人が訪れる国の１つです。
Australia is one of the （　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　）.

⑹ 木の下で横になっている少年と犬は幸せそうに見えます。
　　The boy and his dog （　　　　）（　　　　）（　　　　） under the tree （　　　　） happy.

⑺ あの木の下で本を読んでいる人は私のおじです。
　　The man （　　　　）（　　　　） reading the book under that tree is my uncle.

2 次の各組がほぼ同じ内容になるように，（　　）に適する語を入れなさい。
⑴　Does he have a car made in Germany?
　　Does he have a car （　　　　）（　　　　）（　　　　） in Germany?

⑵ I don’t know a girl （　　　　） is called Mika.
I don’t know a girl （　　　　）（　　　　） is Mika.

⑶ They have a lot of work to do by tomorrow.
They have a lot of work （　　　　） must （　　　　）（　　　　） by tomorrow.

⑷ Picasso is a great artist （　　　　） everyone knows.
Picasso is a great artist （　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　） everyone.

⑸ That woman with blond hair is our teacher of English.
　　That woman （　　　　）（　　　　） is blond is our teacher of English.

⑹ I have never read such an interesting novel.
This is the （　　　　）（　　　　） novel （　　　　） I have （　　　　） read.

演　 習　 問　 題
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●基礎学習・チェックコーナー
「基礎学習」で各単元の基本文と必須の文法事項を導入
します。該当箇所が探しやすいように、見出しを工夫し
ました。下段の「チェックコーナー」で、文法事項の定
着度合いをすぐに確認することができます。

●基本問題
「基礎学習」で導入した内容を定着さ
せるためのコーナーです。「point」
で、生徒の理解を助けます。語注の
「WORDS」を確認することで、語彙
を増やしていくこともできます。

●演習問題
設問はオーソドックスな良問で構成。入試
での実践形式を意識して、さまざまなバリ
エーションの問題を掲載しています。
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解答と解説は５ページ
　　次の英文を読んで，下の各問いに答えなさい。（目安時間　6.5 分）

There are more than 7.7 billion people on Earth today.  As of June 2017, the United Nations 
had estimated that ①the world’s population would increase to 8.6 billion by 2030, 9.8 billion by 
2050, and 11.2 billion in 2100.  Even though the COVID-19 pandemic can affect the growth of the 
world’s population, there is no doubt the world will face further population explosions for half 
a century to come.

You may be worried that we won’t have enough food to feed such a large number of people. 
（　② ）, the world is already producing enough food to feed about 10 billion people.  How, then, 
can we explain the fact that more than 10 percent of the world’s population doesn’t get enough 
to eat?

One of the biggest reasons is that we waste too much food. Every year about 1.3 billion tons 
of food is wasted around the world. ③If you eat two of the four hamburgers that you have just 
bought at a fast food shop and throw away the other two, you waste food. ④When we throw 
away food, we waste not only our limited food resources but also all the energy that is used to 
produce the food. We can start making an effort to reduce food waste by buying and cooking 
food more carefully in our daily lives.　（約 220 語）

⑴ 下線部①の予測から明らかなのはどのようなことですか。日本語で説明しなさい。

⑵　（　②　）にあてはまる語句を次から選び，記号で答えなさい。 （　　　　）
ア．Of course イ．In fact ウ．Above all エ．In addition

⑶ 下線部③の例で，無駄になる食べ物を英語２語で答えなさい。

⑷ 下線部④を和訳しなさい。

⑸ 本文のタイトルとして最も適切と思われるものを次から選び，記号で答えなさい。 （　　　　）
ア．How can we reduce the amount of garbage we produce?
イ．How should we decide what food to buy?
ウ．What is one way to help solve the global food shortage? 
エ．What is the cause of the global population explosion?

billion「10 億（の）」　estimate「見積もる，概算する」　
the COVID-19 pandemic「COVID-19 のパンデミック（世界的大流行）」　affect「影響する」　
growth「成長，伸び」　further「さらなる」　explosion「爆発（的増加）」　limited「限られた」
⑴ there is no doubtは「～ということは疑いない」という意味。
⑵　「（ところが）実は」を意味する慣用表現は何か。
⑶ if節をよく読み，何が何個無駄になるのかを考える。
⑷ not only ～ but also ...は「～だけでなく…もまた」という意味。

1

5

10

15

読　 解　 問　 題読　 解　 問　 題
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1 1 . Do you know the woman who is holding a 

baby in her arms?　（あなたは腕に赤ちゃんを
抱いている女性を知っていますか。）

2 . I’m reading the novel which he lent me 

yesterday.　（私は昨日彼が貸してくれた小説を
読んでいます。）

3 . The house whose roof is red is John’s.　（屋
根の赤い家はジョンの家です。）

4 . Tom is the only boy that was able to 

answer this  question. （トムはこの問題を解
くことができた唯一の少年です。）

5 . The fish he caught was the biggest of all.

（彼が捕まえた魚はすべての中で一番大きかっ
た。）

6 . He is the man who bought this car.　（彼は
この車を買った人です。）

1 . whoは先行詞を「人」とする主格の関係代名詞で，
who ～ her armsの形容詞節が先行詞である the 

womanを修飾しています。主格の関係代名詞は，関
係代名詞が導く形容詞節の中で，「主語」の働きをし
ます。そのため，関係代名詞のあとには（助）動詞が続
きます。

2 . このwhichは先行詞が「物や動物」の場合に用い
る目的格の関係代名詞です。which ～ yesterdayが
形容詞節で，the novelを修飾しています。目的格の
関係代名詞は，関係代名詞が導く形容詞節の中で，
「目的語」の働きをします。本来目的語は動詞のあと
にくるものですが，関係代名詞は先行詞の直後に置く
という原則があるので，形容詞節は，〈関係代名詞＋
S＋V〉という語順になります。

3 . これは，文の主語である The houseが関係代名詞
の whoseが導く形容詞節によって修飾されている文
です。形容詞節が主語を修飾する場合，〈主語（先行
詞）＋形容詞節＋動詞～〉という語順になります。
関係代名詞のwhoseは形容詞節の中で，所有格の

代名詞の働きをします。The house is John’s.と Its

roof is red.という２文が１文になったと考えること

第 15講 関係詞⑴
P.4〜P.5 基本問題

解 説

ができます。ここで注意したいのは，所有格の代名詞
と同じように，所有格の関係代名詞は，あとに無冠詞
の名詞を必ず伴うということです。

4 . この thatはあとに be動詞の wasがきているので，
「主格」の関係代名詞です。thatは主格，目的格の関
係代名詞 who，whom，whichの代わりに用いるこ
とができるものです。

5 . これは関係代名詞が省略された文で，本来，fish

と heの間に which［that］があると考えます。関係代
名詞は「目的格」の場合のみ省略することができます。
関係代名詞が省略されていると，形容詞節を見極めに
くいですが，〈名詞＋（代）名詞（主語）＋動詞〉という語
順を見つけたら，関係代名詞の省略と考えて間違いあ
りません。

6 . whoは先行詞を「人」とする主格の関係代名詞で，
who ～ this carの形容詞節が先行詞である the man 

を修飾しています。

2  1 . which　　2 . whom 3 . whose

4 . who 5 . which

1 .「あなたは列車事故について伝える記事を読みまし
たか」
　関係代名詞を見極める場合，先行詞の種類と関係代
名詞のあとの語の２点に注目します。
この問題では，先行詞が the articleで「物」，関

係代名詞のあとが動詞なので，主格の関係代名詞
whichを選択します。

2 .「トムは私がパーティーに招待する予定の客の１人
です」
　先行詞が the guestsで「人」，関係代名詞のあと
が I will inviteと〈S＋V〉が続いているので，目的格
の関係代名詞whomを選びます。

3 .「彼はその歌が若者の間で人気のあるミュージシャ
ンです」
関係代名詞のあとに〈S＋V〉が続いているので，目

的格の whom を選びかねませんが，songs are 

popular ～は目的語を必要とする文ではありません
から，所有格の関係代名詞whoseを選ばなければな
りません。whoseは形容詞節の主語である songsに
伴う所有格の働きをしています。

解 説

解 答 解 説
高校新演習高校新演習

スタンダードスタンダード 英語Ⅱ
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□⑴　They will leave Narita for Hawaii tomorrow.

□⑵　Yesterday I bought a new bag for my brother.

□⑶　The dictionary on the table is mine.

□⑷　Does your brother often go to church?

□⑴　It didn’t rain heavily here yesterday.
昨日は ( )。

□⑵　To solve the problem will be hard for him.
その問題を解くのは ( )。

□⑶　My sister came home with her friends.
妹は ( )。

□⑷　The man came into the room without saying anything.
その男性は何も言わないで ( )。

□⑴　私の両親は今朝６時に福岡に向かって東京を発ちました。
( parents / left / at / my / for / six / Tokyo / Fukuoka ) this morning.

□⑵　トムといっしょに座っている女の子は私のいとこです。
( sitting / the / girl / with / is / Tom ) my cousin.

□⑶　あなたは今までに彼の誕生日に彼にプレゼントを送ってあげたことがありますか。
( ever / a / sent / you / him / have / present ) for his birthday?

□⑷　そのかわいい赤ちゃんはそのとき小さなベッドで眠っていました。
( pretty / the / baby / in / sleeping / the small bed / was ) then.

001 SVの指摘 文の要素
次の文について，主語には　　，動詞には　　を引きなさい。

002 和訳完成 文の要素
次の英文の意味を完成させなさい。

003 語順整序 文の要素
次の日本文に合うように，（　　）内の語句を並べかえ，全文を書きなさい。

第第11講

トレーニングトレーニング A－1
文の成り立ち
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)。
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□⑴　I believe that Ken will pass the next exam. （　　　　）

□⑵　Let’s go fishing if it is fine tomorrow. （　　　　）

□⑶　The boy knew how to use chopsticks. （　　　　）

□⑷　Her dream was to be a scientist. （　　　　）

□⑸　At the beginning of a book there is often a table of contents. （　　　　）

　　　［ 名詞句　　形容詞句　　副詞句　　名詞節　　形容詞節　　副詞節 ］

□⑴　みんな彼が有名な詩人であることを知っています。
Everybody knows (t　　　　　　) (h ) is a famous poet.

□⑵　雨降りですが，私は母と買い物に行くつもりです。
It is rainy, (b　　　　　　) I’ll go shopping (w ) my mother.

□⑶　部屋を出るとき，ドアに鍵をかけるのを忘れないでください。
　　　(W　　　　　　) you leave the room, don’t (f ) to lock the door.
□⑷　私たちは雨の中を駅まで歩きました。

We walked to the station (i ) (t ) (r ).

□⑴　私は病気の人を助けるために医者になりたいです。
I want to ( become / help / people / to / sick / a / doctor / . )

□⑵　写真の女性はカリフォルニアに住んでいる私のおばです。
　　　The lady ( in / the / is / aunt / my / in California / picture / lives / who / . )

□⑶　よい本を読むことはとても有益です。
　　　To ( read / very / is / books / useful / good / . )

□⑷　バスに乗り遅れたので，彼らはタクシーに乗りました。
( a taxi / took / because / they / were / they / late ) for the bus.

004 句・節の種類 句と節
次の文の下線部の句，節の種類を下から選んで答えなさい。

005 適語補充 句と節
次の日本文に合うように，（　　）に与えられた文字で始まる適語を入れ，英文を完成させなさい。

006 語順整序 句と節
次の日本文に合うように，（　　）内の語句を並べかえ，全文を書きなさい。

トレーニングトレーニング A－2
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※その他の運用例
・ 確認テストは「前回の復習」として
ではなく、当日の授業の最後に使用。

確認テスト(前回の復習） 15分

基礎学習 20分

基本問題 15分

演習問題 15分

読解問題 15分

個別指導の運用例（1コマ80分）

教科書レベルの文法事項を確実に
定着させるための問題を厳選しま
した。それぞれの文法事項につい
て多様な出題形式の問題を掲載し
ており、繰り返し演習できる構成に
なっています。
スタンダード英語Ⅰ・英語Ⅱとカリ
キュラムをそろえていますので、組
み合わせて使用することが可能。
問題演習を数多く重ねることがで
き、学習効果が高まります。
※ 英文法トレーニングの問題は、
ベーシック英文法の「トレーニン
グ」「まとめの問題」と共通の内
容です。

●読解問題
最新の素材をベースに書き起こした英文を各単元で2問出題。高校生の
知的好奇心を満たすような話題を集めました。また、目安時間と語数を
記載しているので、速読を意識して取り組むことができます。

●解答解説
各設問に対して詳細な解説を用意しました。
「読解問題」には全文訳が付きますので、英
文和訳・解釈の練習もしっかり行えます。

長文を読み、作者の主張を読み取ったり、論の展開をつかんだりする力を
養うテキストです。教材の後半では総合問題演習をします。

文の構造をしっかりとらえて、一文ごとに精読を行うためのテキストです。
文法のテーマごとに深く掘り下げます。

英語長文スタンダード

英語構文スタンダード



4342

基　 本　 問　 題基　 本　 問　 題
図のように，質量 9 kg の物体Aをあらい水平面の上に置き，右端に軽い
ひもをとりつけ，水平面と 30° をなす角で，力を徐々に大きくしながら引い
たところ，ある大きさの力 F〔N〕をこえたところで物体がすべり始めた。重

力加速度の大きさを 10 m/s2 とし，静止摩擦係数を √ 32  とする。物体がす

べり出す直前について，次の問いに答えよ。
⑴ 力 Fの水平方向の分力 Fx〔N〕，鉛直方向の分力 Fy〔N〕を求めよ。√  はつけたままでよい。
⑵ 物体Aが受ける垂直抗力を Fを用いて表せ。
⑶ 物体Aについて，水平方向の力のつり合いの式を書け。
⑷ 力 Fの大きさを求めよ。

図のように，水平でなめらかな床の上を等速度 v0〔m/s〕ですべってきた
小物体が，時刻 t＝0〔s〕で点 Pに達し，その後，一様なあらい床の上をす
べり続けた。次の問いに答えよ。
⑴ あらい床と小物体との間の動摩擦係数をμとする。あらい床の上を動
くときの小物体の加速度はいくらか。ただし，進行方向を正とする。
⑵ 小物体が停止する時刻を求めよ。
⑶ 小物体はあらい床の上でどれくらいの距離をすべるか。距離を求めよ。
⑷ このときの速さ vと時間 t の関係を表すグラフを右図にかけ。ただ
し，⑵で求めた停止する時刻を記すこと。

図のように，斜面の上に物体を置いた場合を考える。ただし，物体の質
量をm〔kg〕，重力加速度の大きさを g〔m/s2〕，物体と斜面の間の静止摩
擦係数をμ，動摩擦係数を μ′ とする。次の問いに答えよ。　
　⑴　斜面と水平面のなす角度がθのとき，物体を斜面の上に静かに置いた

ところ，物体は静止摩擦力のために静止していた。このとき物体に作用する重力の，斜面に平行な成分
と垂直な成分の大きさはそれぞれいくらか。
⑵ 斜面の角度θを次第に大きくしたところ，ある角度θ0 のとき物体はすべり出した。このときの物体
と斜面の間の静止摩擦係数μはどのように表されるか。
⑶　斜面の角度を θ0 より小さい値θに戻し，物体をふたたび斜面の上に静かに置き，物体に打撃を加え，
斜面に平行な下向きの初速度 v0〔m/s〕を与えた。運動中に物体に対して斜面に平行で下向きに作用する
力はいくらか。
⑷ ⑶の打撃を加えたのち，しばらくすると物体は停止した。停止するまでに物体の動いた距離 l はいく
らか。

図のように，水平面となす角θのあらい斜面上に，質量m〔kg〕の物体が
のっている。物体と斜面との間の動摩擦係数をμとし，また重力加速度の大
きさを gとする。θ＝θ0 としたところ，物体はすべり出した。そこで，物体
に糸をつけて斜面と平行に引っ張り，物体を一定の速さ v0〔m/s〕で斜面に
沿って上方に動かすようにした。
⑴ このとき，物体にはたらく重力以外の力の合力の向きは，図のK～ Pのどの向きか。
⑵ このときの摩擦力の大きさを求めよ。
⑶ このときの糸の張力の大きさを求めよ。

1 A F

30゜

2 P小物体

あらい床なめらかな床

0

O

3

θ

m

4

θ θ

糸
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4140

抵抗力がはたらく運動第第５５講
基　  礎　  学　  習

●静止摩擦力
なめらかな面（例．氷上）の上に置かれた物体は，面に平行にほとんど 0の力で引いても動き出す。しか

し，あらい面上に置かれた物体を f の力で引いても，f が小さいうちは動かない。物体と面の接触すると
ころで f とは逆向きの静止摩擦力がはたらき水平方向の力がつり合うからである。引く力を大きくしてい
き，ある限界をこえると，物体は動き出す。その直前の摩擦力を最大摩擦力（F0）といい，F0 は垂直抗力
Nに比例する。

F0＝μN　（μ：静止摩擦係数）

○抗力
物体が面から受ける力を抗力という。摩擦力がはたらく場合，垂直抗力

と摩擦力の合力が抗力となる（右図）。

●動摩擦力
あらい面上を運動する物体は運動を妨げる向きに摩擦力を受ける。これを動摩擦力（F′）といい，F′ も
最大摩擦力 F0 と同様，垂直抗力（N）に比例する。

F ′＝μ′N　（μ′：動摩擦係数）

摩擦についての補足
　高校物理では，次の 2つの法則に従って摩擦現象を考えている。
　ⅰ　摩擦力はみかけの接触面積に依存しない。　ⅱ　摩擦力は垂直抗力に比例する。
　しかし，ゴムのような弾性物体ではこの法則に従わない現象もあり，また，地震などの原因となる地殻変動
も摩擦が関わっていて未開拓な分野である。
（なお，上のⅰ，ⅱはアモントンの法則といい，産業革命時代，フランスで発見された）

　物体を引く力 f をだんだん大きくしていったときのようすは次のようになる。f を大きくするとそれに
ともない静止摩擦力も大きくなり，f とつり合っている。f が最大摩擦力をこえると物体は動き出す。物
体が動いているときは動摩擦力がはたらく。

垂直抗力
静止
①

引く力

重力 g

摩擦力

②

だんだん
大きくする引く力と

同じ大きさで
大きくなる

最大摩擦力

③ 動き出す直前

＜
動摩擦係数＜静止摩擦係数

動摩擦力 '

④ 動いている

摩擦力

引く力

F0＝µN

µ'N

µN

①

②

③

④

　金属球（ボールベアリング）や円筒状物体が面上を
転がるときにはたらく摩擦力は転がり摩擦といい，
動摩擦（すべり摩擦）よりはるかに小さい。

11 摩擦力

垂直抗力抗力

引く力

摩擦力
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確　 認　 問　 題

類題 1

例題 1　　　　あらい水平面上に質量 5.0 kg の物体を置く。物体と面との間の静止摩擦係数を 0.40，動摩擦係
数を 0.30 とし，重力加速度の大きさを 9.8 m/s2 とする。
⑴ 物体を水平に 6 N の力で押したが動かなかった。物体にはたらく摩擦力の向きと大きさを求めよ。
⑵　力を大きくしていくと，ある大きさ以上の力で物体はすべり出した。物体がすべり出す直前の摩擦
力を求めよ。
⑶ 物体に力を加え動かし続けるとき，摩擦力の大きさは何Nか。

　　　　　物体が静止しているときは静止摩擦力がはたらき，すべっているときは動摩擦力がはたらく。
⑴　「静止している＝最大摩擦力がはたらく」　と勘違いしないようにしよう。

⑴ 物体には水平方向に 6 N の押す力と逆方向に静止摩擦力がはたらいてつり合っている。押す向きと逆
方向に6Nの摩擦力がはたらく。

⑵ 最大摩擦力 F0 は，F0＝μN＝0.40×（5.0×9.8）＝19.6〔N〕
⑶ 物体はすべり続けるので動摩擦力 F′ がはたらく。F′＝μ′N＝0.30×（5.0×9.8）＝14.7〔N〕

　　　　　物体が静止しているときは静止摩擦力がはたらき，すべっているときは動摩擦力がはたらく。考え方

解 答

　　　　あらい水平面上に質量 2.0 kg の物体を置き，糸をつけて水平に引く。重力加速度の大きさを
9.8 m/s2 とする。
⑴ 5.88 N の力で引くと物体がすべり出した。静止摩擦係数を求めよ。
⑵ 5.88 N の力で引き続けるとき，物体は等加速度運動をする。加速度の大きさを求めよ。ただし動摩
擦係数を 0.2 とする。

例題 2　　　　右図のような形状のあらい斜面上に質量 10 kg の物体をのせ，斜面
頂上のなめらかな滑車を介して軽い糸でおもりBをつなぐ。物体Aと斜面
の静止摩擦係数を 0.50，重力加速度を 9.8 m/s2 とする。
⑴ 物体Aにはたらく重力の斜面に平行な方向の成分，斜面に垂直な方向
の成分の大きさを求めよ。

⑵ 物体Aを静止させておくためのおもりBの最小質量を求めよ。
⑶ 物体Aを静止させておくためのおもりBの最大質量を求めよ。

A B

θ
4

45

　　　　斜面上の物体Aには状況により，静止摩擦力が斜面上向きにはたらく場合も，下向きにはたら
く場合もある。おもりBにはたらく重力と関連させて考えよう。

⑴ 平行成分⋯10×9.8×sinθ＝10×9.8× 35＝58.8〔N〕　垂直成分⋯10×9.8×cosθ＝10×9.8×
4
5＝78.4〔N〕

⑵　物体Aにはたらく最大摩擦力 F0 は，F0＝μN＝0.50×78.4＝39.2 N　Bの最小質量をm〔kg〕とすると，
静止摩擦力は斜面上向きにはたらくから，物体Aの斜面に平行な方向の力のつり合い

　　58.8＝39.2＋m×9.8　より，m＝2.0〔kg〕
⑶ F0 は斜面下向きにはたらく。Bの最大質量M〔kg〕は，58.8＋39.2＝M×9.8　より，M＝10〔kg〕

　　　　斜面上の物体Aには状況により，静止摩擦力が斜面上向きにはたらく場合も，下向きにはたら考え方

解 答

類題 2　　　　水平な板の上に物体を置き，板を傾けていくと θ＝30° のとき物体はす
べり始めた。重力加速度の大きさを g〔m/s2〕とする。
⑴ 静止摩擦係数を求めよ。√  はつけたままでよい。

⑵ 動摩擦係数が  1
2√ 3  のとき，物体の加速度の大きさを

gを用いて表せ。

θ
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●基本問題・演習問題
実践的な力が養えるよう、「基本問題」・「演習問題」ともに
大問形式で掲載。「基本問題」では「確認問題」で習得した
知識の定着を図れるよう、教科書章末問題レベルの問題を掲
載。「演習問題」では、「基本問題」よりも数値や条件が複雑
な問題、少し工夫が必要な問題を掲載し、難易度を段階的に
設定。順を追って学習することで、確実に力が身に付くように
なっています。

●入試問題演習
入試を意識した問題を数講ごとに掲
載しています。難度の高い問題な
ので、学習の仕上げや入試対策と
してご活用ください。

●基礎学習・確認問題
「基礎学習」で各講の重要事項をわかりやすくまとめ、
「確認問題」で重要事項が身に付いたかどうか確認で
きる構成です。物理は、例題・類題形式で、公式が身
に付いているかを確認できます。生物は、重要事項の
穴埋め問題形式で、知識の確認をしていきます。化学
は、知識を整理する問題や計算問題など、単元内容に
応じた問題形式で学習する構成になっています。

47

入 試 問 題 演 習 第 第 33 〜  〜 55 講 講
水平面からの傾きがαで斜面の長さ l〔m〕の同じ台が 2台ある。

一方では，図 1に示すように質量M〔kg〕の直方体の物体Aを斜
面の上方から静かにすべりおろすものとする。他方では，図 2に
示すように同じ質量M〔kg〕の直方体の物体Bの両端にひもを結
びつけ，斜面の上端と下端の滑車を通して，ひもの両端に同じ質
量m〔kg〕のおもりCとDを結びつける。この状態で質量M〔kg〕
の物体 Bも斜面の上方からすべらせるとすると，下端には同時
に到着するだろうか。それともどちらかの物体が早く到着するだ
ろうか。どちらであるかの解答を得るために，次の問いに答えよ。
　ただし，図 1と図 2の物体の加速度の大きさは a1〔m/s2〕と a2〔m/s2〕，物体 Bの左側と右側の張力の大
きさをTC〔N〕とTD〔N〕，重力加速度の大きさを g〔m/s2〕とせよ。また，ひもの重さは無視でき，さらに，
ひもと滑車との間の摩擦と，物体と斜面との間の摩擦も無視できるものとする。
⑴ 物体Aの運動方程式を求めよ。
⑵ 物体Bの運動方程式を求めよ。
⑶ 物体Cの運動方程式を求めよ。
⑷ 物体Dの運動方程式を求めよ。
⑸ ⑵～⑷を用いて図 2の場合の運動方程式を求めよ。
⑹ 物体Aと物体Bは下端に同時に到着するか，それとも到着するのに差があるか。
どちらであるかを⑴と⑶の結果から物体Aと物体Bの下端への到着時間を求めて答
えよ。

⑺ 図 3のように，物体CとDを物体 Bに乗せて，図 1や図 2と同じ斜面で運動をさ
せたとき，一体となった物体BCDが下端に到着するときの時間を運動方程式（加速
度の大きさを a3〔m/s2〕とせよ）を立てて求めよ。

図のように，潜水艇は潜水するときにはバラストタン
クに水を導き入れ，浮上するときにはバラストタンクに
高圧空気を送り込んで艇外に水を追い出す。バラストタ
ンクを含む潜水艇全体の体積をV〔m3〕とし，バラスト
タンクが空のときの全質量をM〔kg〕とする。ただし，
水の密度をρ〔kg/m3〕，重力加速度の大きさを g〔m/s2〕
とし，空気の質量は無視できるとする。

問 1　水深 100 mと200 mでの水圧の差は何Pa（＝N/m2）
か。最も適当な数値を，次の①～⑥のうちから一つ選
べ。ただし，水の密度ρを 1.0×103 kg/m3，重力加速度の大きさ gを 9.8 m/s2 とする。
① 9.8 ② 9.8×102 ③ 9.8×103

④ 9.8×104 ⑤ 9.8×105 ⑥ 9.8×106

1

α

C

B

D

図2図1

α

A

図3

α
B
C D

2 潜水艦(断面図)

バラストタンク

船室
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スタンダード

物理基礎・化学基礎・生物基礎・物理・化学・生物スタンダード

理科
知識事項の比重が大きい生物、問題演習による理解が中心の物理など、科目により特性

が異なる理科では、学習の効率性を重視し、各科目にあわせた構成になっています。基礎・基本の理解
を徹底するために導入部分の基礎学習と確認問題を取り組みやすくし、指導形態にとらわれず、スムー
ズに学習を進められるよう配慮しました。また、段階的に難易度が上がる基本問題と演習問題を解くこと
により、定期テストや入試に向けて必要な力を養うことができます。

企画の概要

SCIENCE

4544

演　 習　 問　 題
質量 2.0 kg の物体Aと，質量 1.0 kg の物体 Bを，図のように糸
でつなぎ，水平面上に置く。物体A，Bと水平面との間の静止摩擦
係数はともに 0.6，動摩擦係数はともに 0.3 とする。物体Aを水平
方向右向きに F〔N〕の力で引くとき，以下の問いに答えよ。ただ
し，重力加速度の大きさを 10 m/s2 とする。
⑴ Fの大きさが小さいとき，Aと Bは静止している。A，Bにはたらく静止摩擦力をそれぞれRA〔N〕，
RB〔N〕とし，糸の張力を f〔N〕とする。
① 物体Aについて，水平方向の力のつり合いの式を書け。
② 物体Bについて，水平方向の力のつり合いの式を書け。
⑵ Fの大きさを大きくしていくと，F0〔N〕をこえたところで 2つの物体は動き出した。このとき，2つ
の物体には最大摩擦力がはたらくとして，F0 の値を求めよ。
⑶　物体が動き出した後，Fの大きさを調節すると，Aと Bは一定の速度ですべり続けた。このときの F
の大きさを求めよ。

質量M〔kg〕の箱の中に質量m〔kg〕の人が座っている。このままの形で，箱が
落下する。重力加速度の大きさを g〔m/s2〕とする。
⑴ 空気の抵抗力 F〔N〕がはたらいている場合，箱と人との間の抗力の大きさを
N〔N〕，下向きを正とした加速度を a〔m/s2〕として，
① 箱の運動方程式を求めよ。
② 人の運動方程式を求めよ。
③ 抗力の大きさNを，M，m，Fを用いて表せ。
⑵ 空気の抵抗力がない場合，人が受ける抗力の大きさを求めよ。
⑶ 箱の落下速度が増し，空気の抵抗力が大きくなり，やがて落下の速度が一定になった。このとき，人
が受ける抗力の大きさを求めよ。

あらい水平な床に質量M〔kg〕の板が置かれ，その水平な上面に
質量m〔kg〕の小物体が置かれている。板と床の静止摩擦係数を μA，
動摩擦係数を μA′ とし，小物体と板の静止摩擦係数を μB，動摩擦
係数を μB′ とする。重力加速度の大きさを g〔m/s2〕とする。
⑴ 小物体を水平方向に F〔N〕の力で押し続けると板と小物体が一体となってすべった。μA′ と μB の関
係式を示せ。
⑵ 小物体を，Fとは異なる大きさの力 F′〔N〕で押し続けると，板は静止したままで小物体のみが板の上
をすべった。μAと μB′ の関係式を示せ。

⑶ 小物体を，Fおよび F′ とは異なる大きさの力 F″〔N〕で押し続けると，小物体と板がそれぞれすべり
始めた。
① 小物体の加速度の大きさ am〔m/s2〕を求めよ。
② 板の加速度の大きさ aM〔m/s2〕を求めよ。

1 B A

F

2 箱M

落
下
の
方
向

人m

3

板M

小物体m
F
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※基本問題・演習問題の残りは宿題。
※その他の運用例
・ 確認テストは「前回の復習」として
ではなく、当日の授業の最後に使用。

確認テスト(前回の復習） 15分

基礎学習 20分

確認問題 10分

基本問題 15分

演習問題 20分

個別指導の運用例（1コマ80分）
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STANDARD

歴史総合・日本史探究（上･下）・世界史探究（上･下）スタンダード

社会
歴史の学習では、教科書の膨大な情報の中から必要な知識を効率的に習得していくこと

が重要です。さらに新学習指導要領下では、知識の活用力がこれまで以上に求められています。そこで、
スタンダード歴史総合では、従来のサブノート形式の要点のまとめ、史料や地図を使った問題、総合形
式の問題はもちろん、新たなコーナーとして一問一答形式の問題を加えています。まず、要点のまとめ
である基礎学習でしっかり流れをつかみ、一問一答形式の確認問題で最重要語句をインプット。その後
に、史料や地図を扱った基本問題と総合形式の演習問題に取り組むことで、入試に必要な知識を効率よ
く習得していくことができます。

企画の概要

SOCIAL STUDIES

※基本問題・演習問題の残りは宿題。
※その他の運用例
・ 確認テストは「前回の復習」として
ではなく、当日の授業の最後に使用。

確認テスト(前回の復習） 15分

基礎学習 25分

確認問題 10分

基本問題 10分

演習問題 20分

個別指導の運用例（1コマ80分）

⑴ 18世紀以前のアジアと日本
①アジアのイスラーム帝国
⃝16世紀以降の西アジア・南アジアでは，［ ］，サファヴィー朝，ムガル帝国という，3つのイ
スラーム帝国が並立して繁栄。
⃝オスマン帝国は，1453年にコンスタンティノープルを征服し，［ ］を滅ぼし，16世紀半ば，
北アフリカからイラク・ハンガリーまでを帝国の領域とした［ ］の時代に最盛期を迎えた。

⃝オスマン帝国内に住むキリスト教徒やユダヤ教徒の共同体には自治を認め，ムスリム（イスラーム教徒）との共
存をはかった。コンスタンティノープルはオスマン帝国の首都となり，［　 　］と呼ばれるよう
になった。オスマン帝国は，フランス商人らに，領内での居住と通商の自由を公認した（［ ］）。

⃝オスマン帝国の領土は，1683年の［ ］の失敗で縮小に転じた。
⃝16世紀後半，イランでは［ ］朝が最盛期を迎えていた。
⃝サファヴィー朝は，イスラーム教の［　 　］派を国教とした。首都「［　 　］は世
界の半分」と表現された。やがてイランにはナーディル ＝シャーがアフシャール朝を建国。さらにテヘランを
首都とした［　　　　　　　　］朝がおこった。

⃝インドで16世紀に成立したムガル帝国では，第3代皇帝［ ］のもと，非ムスリムに課せられ
ていた［ ］（人頭税）が廃止され，ヒンドゥー教徒との融和が図られた。

⃝17世紀後半，［ ］の時代にムガル帝国は最大の版図となったが，やがてその支配は弱体化。
⃝ムガル帝国第6代皇帝［ ］は，イスラーム教に深く帰

き

依
え

し，ヒンドゥー教寺院の破壊やジズ
ヤ（人頭税）復活を命じて，非ムスリムの反発を招いた。

②東南アジアの動向
⃝16世紀以降，ポルトガル・スペイン・オランダ・イギリスが進出。［ ］の中

ちゅう

継
けい

地
ち

として繁栄。
⃝タイの［ ］朝は，国際貿易からの利益を財政的な基盤とする港市国家であった。
⃝［ ］東インド会社はモルッカ諸島の香辛科を独占的に入手。日本などアジア各地に商館を設置。
スペインが拠点をおいた［　　　　　　　　］は，メキシコのアカプルコと大型帆

はん

船
せん

であるガレオン船によっ
て結ばれ，ラテンアメリカ（中南米）で産出された［ ］の一部はマニラ経由で中国に流入した。

③明
ミン

と東アジア
⃝中国には，世界の中心は自らの国で，周辺の国々は野

や

蛮
ばん

な国であるとみなす中
ちゅう

華
か

（華
か

夷
い

）思想があった。そのた

●　［　　　］の中に適切な語句や数字を入れて，要点を整理しよう。
この講の流れ図
〈ポルトガル〉

〈スペイン〉

15世紀初め

1492年

1493年 1494年

1488年 1498年

教皇子午線 トルデシリャス条約

エンリケ航海王子，
アフリカ西海岸探検奨励

コロンブス，
西インド諸島到達

1513年
バルボア，
太平洋発見

1519〜1522年
マゼラン，
世界周航

コルテス，アステカ征服（1521年）
ピサロ，インカ征服（1533年）

1501年
アメリゴ＝ヴエスプッチ，
アメリカ探検航海

バルトロメウ＝ディアス，
喜望峰到達

ヴァスコ＝ダ＝ガマ，
インド航路開拓

アジア方向へ
進出

1500年
カブラル，
ブラジル到達

18世紀以前のヨーロッパとアジア第1講
基　  礎　  学　  習
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● 次の問いに答えよ。または，（　　　）にあてはまる語句を書け。
□□❶　江戸幕府にかわる新政府のもとで進められた政治・経済・社会変革，国民国家の

創出過程などは，どのように呼ばれるか。
□□❷　1868年の政

せい

体
たい

書
しょ

によって復活した政治機構は，古代の政治組織を復活させたもの
で，内閣制度に移行するまで継続した。この制度を何というか。

□□❸　1871年に出された（　　　）では，えた・非人などの差別的呼称が廃止されたもの
の，人々の差別意識は根深く，（　　　）反対一揆が起こった。

□□❹　明治政府が掲げた，経済発展と，国民皆兵主義のもとでの軍事力の強大化をめざ
したスローガンは，何と呼ばれるか。

□□❺　日露和親条約で国境が定められていなかった（　　　）は，1875年に締結された条
約でロシア領となり，一方で，千

ち

島
しま

列島全島が日本領とされた。
□□❻　1875年，大

おお

久
く

保
ぼ

利
とし

通
みち

が板
いた

垣
がき

退
たい

助
すけ

，木
き

戸
ど

孝
たか

允
よし

と会見した（　　　）を経て，漸
ぜん

次
じ

立
りっ

憲
けん

政
せい

体
たい

樹
じゅ

立
りつ

の 詔
みことのり

が出され，元
げん

老
ろう

院
いん

，大
たい

審
しん

院
いん

，地方官会議が設けられた。
□□❼　1876年の（ ）は，朝鮮を「自主の国」として清の宗主権を否定する内容を含

み，日本への治外法権や関税自主権の放棄を認めた不平等条約だった。
□□❽　1874年に提出された民

みん

撰
せん

議
ぎ

院
いん

設
せつ

立
りつ

の建
けん

白
ぱく

書
しょ

に署名したが，まもなく佐賀の乱を起
こしたのは誰か。

□□❾ 1877年の（　　　）が鎮圧され，徴
ちょう

兵
へい

制に基
もとづ

く政府の軍事力が明らかになると，政
府への批判は言論によるものが中心となった。

□□� 明治十四年の政変で大
おお

隈
くま

重
しげ

信
のぶ

とその一派が追放され，薩
さっ

長
ちょう

藩
はん

閥
ばつ

の政権が確立する
一方，（　　　）が出されたことにより，以後，政党の結成があいついだ。

□□� 上院（貴族院）の母体を形成するため，1884年に出された，旧大名や公家のほかに，
明治維新の功労者らに爵位を与えることを定めた法令を何というか。

□□�　革命権や抵抗権を規定した，急進的な私
し

擬
ぎ

憲
けん

法
ぽう

として知られる東
とう

洋
よう

大
だい

日
にっ

本
ぽん

国
こく

国
こっ

憲
けん

按
あん

を起草した，土
と

佐
さ

藩出身の民権家は誰か。
□□�　（　　　）年代には，大

おお

蔵
くら

卿
きょう

に就任した松
まつ

方
かた

正
まさ

義
よし

のもとでデフレ政策が進められ，
定額地租の金納を義務づけられた農民は，打撃を受けた。

□□� 1881年に国会開設の勅
ちょく

諭
ゆ

が出されると，明治十四年の政変で政府から追放された
（　　　）らによって，翌1882年，立憲改進党が結成された。

□□�　（　　　）年に内閣制度が発足した際に，長州藩出身の伊藤博文が初代内閣総理大
臣となった。

□□� 大
だい

日
にっ

本
ぽん

帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

の発布，皇
こう

室
しつ

典
てん

範
ぱん

の制定，衆議院議員選挙法の公布は，すべて同
年であるが，その年は西暦何年か。

□□�　大日本帝国憲法の発布と前後して，1888年に（　　　），1890年に府県制・郡
ぐん

制が
公布され，地方制度の整備が進められた。

□□� 満25歳以上の男性で直接国税15円以上の納入者を選挙人とする，1889年公布の衆
議院議員選挙法において，有権者は全人口比の何％程度であったか。

□□�　政府の政策は政党の意向によって左右されてはならないとする超
ちょう

然
ぜん

主義の姿勢
は，大日本帝国憲法発布時の（　　　）首相らによって明らかにされた。

□□�　1890年，第一次（　　　）内閣の時期に第一議会が開かれ，政府・吏
り

党
とう

と政費節減・
民力休養を掲げる民党とが激しく対立した。
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�� �　江戸幕府にかわる新政府のもとで進められた政治・経済・社会変革，国民国家の
創出過程などは，どのように呼ばれるか。

によって復活した政治機構は，古代の政治組織を復活させたもの
で，内閣制度に移行するまで継続した。この制度を何というか。
　1871年に出された（　　　）では，えた・非人などの差別的呼称が廃止されたもの
の，人々の差別意識は根深く，（　　　）反対一揆が起こった。
　明治政府が掲げた，経済発展と，国民皆兵主義のもとでの軍事力の強大化をめざ
したスローガンは，何と呼ばれるか。
　日露和親条約で国境が定められていなかった（　　　）は，1875年に締結された条
約でロシア領となり，一方で，

垣
がき

退
たい

老
ろう

　1876年の（　　　）は，朝鮮を「自主の国」として清の宗主権を否定する内容を含
み，日本への治外法権や関税自主権の放棄を認めた不平等条約だった。

議
ぎ

院
いん

　1877年の（　　　）が鎮圧され，
府への批判は言論によるものが中心となった。

重
しげ

信
のぶ

一方，（　　　）が出されたことにより，以後，政党の結成があいついだ。
　上院（貴族院）の母体を形成するため，1884年に出された，旧大名や公家のほかに，
明治維新の功労者らに爵位を与えることを定めた法令を何というか。
　革命権や抵抗権を規定した，急進的な

藩出身の民権家は誰か。
卿
きょう

に就任した
定額地租の金納を義務づけられた農民は，打撃を受けた。

が出されると，明治十四年の政変で政府から追放された
（　　　）らによって，翌1882年，立憲改進党が結成された。
　（　　　）年に内閣制度が発足した際に，長州藩出身の伊藤博文が初代内閣総理大

皇
こう

室
しつ

年であるが，その年は西暦何年か。
　大日本帝国憲法の発布と前後して，1888年に（　　　），1890年に府県制・
公布され，地方制度の整備が進められた。
　満25歳以上の男性で直接国税15円以上の納入者を選挙人とする，1889年公布の衆
議院議員選挙法において，有権者は全人口比の何％程度であったか。
　政府の政策は政党の意向によって左右されてはならないとする
は，大日本帝国憲法発布時の（　　　）首相らによって明らかにされた。
　1890年，第一次（　　　）内閣の時期に第一議会が開かれ，政府・
民力休養を掲げる民党とが激しく対立した。

�� �　江戸幕府にかわる新政府のもとで進められた政治・経済・社会変革，国民国家の
創出過程などは，どのように呼ばれるか。

によって復活した政治機構は，古代の政治組織を復活させたもの
で，内閣制度に移行するまで継続した。この制度を何というか。
　1871年に出された（　　　）では，えた・非人などの差別的呼称が廃止されたもの
の，人々の差別意識は根深く，（　　　）反対一揆が起こった。
　明治政府が掲げた，経済発展と，国民皆兵主義のもとでの軍事力の強大化をめざ
したスローガンは，何と呼ばれるか。
　日露和親条約で国境が定められていなかった（　　　）は，1875年に締結された条

退
たい

老
ろう

　1876年の（　　　）は，朝鮮を「自主の国」として清の宗主権を否定する内容を含
み，日本への治外法権や関税自主権の放棄を認めた不平等条約だった。

院
いん

　1877年の（　　　）が鎮圧され，
府への批判は言論によるものが中心となった。

信
のぶ

一方，（　　　）が出されたことにより，以後，政党の結成があいついだ。
　上院（貴族院）の母体を形成するため，1884年に出された，旧大名や公家のほかに，
明治維新の功労者らに爵位を与えることを定めた法令を何というか。
　革命権や抵抗権を規定した，急進的な

藩出身の民権家は誰か。
に就任した

定額地租の金納を義務づけられた農民は，打撃を受けた。
が出されると，明治十四年の政変で政府から追放された

（　　　）らによって，翌1882年，立憲改進党が結成された。
　（　　　）年に内閣制度が発足した際に，長州藩出身の伊藤博文が初代内閣総理大

室
しつ

年であるが，その年は西暦何年か。
　大日本帝国憲法の発布と前後して，1888年に（　　　），1890年に府県制・
公布され，地方制度の整備が進められた。
　満25歳以上の男性で直接国税15円以上の納入者を選挙人とする，1889年公布の衆
議院議員選挙法において，有権者は全人口比の何％程度であったか。
　政府の政策は政党の意向によって左右されてはならないとする
は，大日本帝国憲法発布時の（　　　）首相らによって明らかにされた。
　1890年，第一次（　　　）内閣の時期に第一議会が開かれ，政府・
民力休養を掲げる民党とが激しく対立した。

1

⑴
⑵
⑶

2

⑴
⑵
⑶

3

⑴
⑵
⑶

4

⑴
⑵
⑶

1  次の現代語訳した史料を読んで，後の設問に答えよ。
一�　広く会議を開いて政冶のすべては人々の意見をまとめて決定すべきである。
一�　上の者も下の者も心を1つにして経済や財政を安定させて国をおさめよ。
一�　公家・武家が一体となって，庶民にいたるまで各自の意思を大切にし，人々の心
があきないようにする必要がある。
⑴　この史料は，1868年に出されたものの一部である。この史料は何の一部か。
⑵　この史料が出された1868年に，政

せい

体
たい

書
しょ

によって採用された制度はどれか。
ア　内閣制度　　イ　太

だ

政
じょう

官
かん

制　　ウ　市制・町村制　　エ　府県制・郡制
⑶　この史料が出された翌日に示された民衆統治方針は何と呼ばれるか。

2  次の史料を読んで，後の設問に答えよ。

a 臣
しん

等
ら

伏
ふ

シテ方
ほう

今
こん

政権ノ帰スル所ヲ察スルニ，上
かみ

帝
てい

室
しつ

ニ在
あ

ラス，下
しも

人民ニ在ラス，
而
しか

シテ独
ひと

リ b 有
ゆう

司
し

ニ帰ス。
⑴　この史料によって口火が切られたとされる運動はどれか。
ア　尊王攘夷運動　　イ　地方改良運動
ウ　自由民権運動　　エ　護憲運動
⑵　下線部 aの「臣等」に含まれる人物として誤っているものはどれか。
ア　江

え

藤
とう

新
しん

平
ぺい

　　イ　板垣退助　　ウ　後
ご

藤
とう

象
しょう

二
じ

郎
ろう

　　エ　木戸孝允
⑶　下線部 bの「有司」にあたる，薩摩藩出身の人物として正しいものはどれか。
ア　大久保利通　　イ　副

そえ

島
じま

種
たね

臣
おみ

　　ウ　伊
い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

　　エ　大隈重信

3  右の地図を見て，後の設問に答えよ。
⑴　aが国境となった時期として正しいものはど
れか。
ア　1850年代　　イ　1860年代
ウ　1870年代　　エ　1880年代
⑵　bが国境となった時期として正しいものはど
れか。
ア　1850年代　　イ　1860年
ウ　1870年代　　エ　1880年代
⑶　cは，日本が領有宣言を発して領土に組み込
んだ場所である。cの名称として正しいものは
どれか。
ア　奄美諸島　　イ　小笠原諸島　　ウ 千島列島　　エ　五島列島

4 次の史料は大日本帝国憲法の一部である。空欄にあてはまる語句を記せ。
⑴ 大日本帝国ハ（　　　）ノ天皇之

これ

ヲ統治ス
⑵ 天皇ハ（　　　）ニシテ侵

おか

スヘカラス
⑶ 天皇ハ陸海軍ヲ（　　　）ス

C

b

a
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⑴一�　広く会議を開いて政冶のすべては人々の意見をまとめて決定すべきである。
一�　上の者も下の者も心を1つにして経済や財政を安定させて国をおさめよ。
一�　公家・武家が一体となって，庶民にいたるまで各自の意思を大切にし，人々の心
があきないようにする必要がある。
⑴　この史料は，1868年に出されたものの一部である。この史料は何の一部か。
⑵　この史料が出された1868年に，

制　　
⑶　この史料が出された翌日に示された民衆統治方針は何と呼ばれるか。

 次の史料を読んで，後の設問に答えよ。
政権ノ帰スル所ヲ察スルニ，

⑴　この史料によって口火が切られたとされる運動はどれか。
地方改良運動
護憲運動

⑵　下線部 aの「臣等」に含まれる人物として
板垣退助　　

⑶　下線部 bの「有司」にあたる，薩摩藩出身の人物として正しいものはどれか。
種
たね

臣
おみ

 右の地図を見て，後の設問に答えよ。
⑴　aが国境となった時期として正しいものはど

1860年代
1880年代

⑵　bが国境となった時期として正しいものはど

1880年代
⑶　cは，日本が領有宣言を発して領土に組み込
んだ場所である。cの名称として正しいものは

小笠原諸島　　

次の史料は大日本帝国憲法の一部である。空欄にあてはまる語句を記せ。
⑴　大日本帝国ハ（　　　）ノ天皇之

これ

スヘカラス

1  明治維新と諸改革　次の文章の（　 　）に入る語句を，下の語群から選んで記号で
答えよ。
1866年に親幕的な孝

こう

明
めい

天皇が急死すると，朝廷では（　①　）ら倒
とう

幕
ばく

論者の公家が力を
伸ばした。薩

さっ

長
ちょう

両藩も倒幕の動きに同調する中で，1867年10月14日，討幕の密
みっ

勅
ちょく

が両藩
にくだされた。これと前後して，雄藩連合体制下で徳川氏の存続をはかる徳

とく

川
がわ

慶
よし

喜
のぶ

は，
（　②　）の上表文を朝廷に提出したが，同年12月には（　①　）らの画策によって王

おう

政
せい

復
ふっ

古
こ

の大号令が出され，徳川慶喜の辞
じ

官
かん

納
のう

地
ち

が決定した。慶喜に対するこうした措置は，
旧幕府勢力を刺激し，（　③　）へとつながった。
明治新政府のもと，1868年には，五

ご

箇
か

条
じょう

の誓
せい

文
もん

で開
かい

国
こく

和
わ

親
しん

などの方針が発表される一
方，五

ご

榜
ぼう

の掲
けい

示
じ

では（　④　）の禁止が打ち出されるなど，旧幕府と同様の民衆統治方針
が示された。中央集権化が課題となる中で，1871年には薩

さつ

摩
ま

・長
ちょう

州
しゅう

・土
と

佐
さ

から御
ご

親
しん

兵
ぺい

が
集められ，（　⑤　）が断行された。（　⑤　）ののち，条約改正の予備交渉などのため，
（　①　）を特命全権大使とする使節団が派遣された。
富国強兵を掲

かか

げる明治政府は，1872年の徴
ちょう

兵
へい

告
こく

諭
ゆ

を経て翌年に徴兵令を出したが，そ
れは（　⑥　）を誘発することになった。また，1876年に出された（　⑦　）は，秩

ちつ

禄
ろく

処
しょ

分
ぶん

とともに士族反乱につながった。
近代的土地制度・税制度の改革である地租改正では，地券所有者に地価の3％にあた
る地租の（　⑧　）が義務づけられた。1876年の地租改正反対一揆を受けて，翌年には地
租は2.5％に引き下げられたが，この1876年には，敬

けい

神
しん

党
とう

の乱，秋
あき

月
づき

の乱，（　⑨ ）と
いった士族反乱もあいついで起こっている。
【語群】
ア　岩

いわ

倉
くら

具
とも

視
み

　　イ　解
かい

放
ほう

令
れい

　　　ウ　キリスト教　　エ　金納
オ　血

けつ

税
ぜい

一
いっ

揆
き

　　カ　三
さん

条
じょう

実
さね

美
とみ

　　キ　儒教　　　　　ク　西
せい

南
なん

戦争
ケ 大

たい

政
せい

奉
ほう

還
かん

　　コ 廃
はい

刀
とう

令
れい

　　　サ　廃
はい

藩
はん

置
ち

県
けん

　　　シ 版
はん

籍
せき

奉
ほう

還
かん

ス 仏教　　セ　物納　　ソ　戊
ぼ

辰
しん

戦争　　タ　島
しま

原
ばら

の乱　　チ　萩
はぎ

の乱

2  自由民権運動と政府の対応　次の設問の答えをそれぞれ一つ選べ。
⑴　自由民権運動と政府の対応について，古いものから正しく並べたものはどれか。
ア 民

みん

撰
せん

議
ぎ

院
いん

設
せつ

立
りつ

の建
けん

白
ぱく

書
しょ

の提出→新
しん

聞
ぶん

紙
し

条
じょう

例
れい

→国会期成同盟の結成→集
しゅう

会
かい

条
じょう

例
れい

イ　民撰議院設立の建白書の提出→保安条例→新聞紙条例→国会期成同盟の結成
ウ 民撰議院設立の建白書の提出→保安条例→国会期成同盟の結成→集会条例
エ 国会期成同盟の結成→集会条例→民撰議院設立の建白書の提出→保安条例
オ 国会期成同盟の結成→保安条例→民撰議院設立の建白書の提出→集会条例
カ 国会期成同盟の結成→集会条例→保安条例→民撰議院設立の建白書の提出
⑵ 自由民権運動や激化事件について述べた文として，正しいものはどれか。
ア 1870年代には，三大事件建白運動や大同団結運動が高揚した。
イ 1870年代には，国会期成同盟が結成されたのち，漸

ぜん

次
じ

立
りっ

憲
けん

政
せい

体
たい

樹
じゅ

立
りつ

の 詔
みことのり

が出さ
れた。

ウ 1880年代には，松方財政を背景に，福
ふく

島
しま

事件や秩
ちち

父
ぶ

事件が起こった。
エ 1880年代には，自由党が結成されたのち，国会開設の勅諭が出された。

1

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

2

⑴

⑵

演　 習　 問　 題
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●基礎学習
「基礎学習」では、講の重要事項を箇条書きでまとめ、重要語句を空欄や
太字にしています。「講の流れ」で全体の流れを示し、説明の補足や重点ポ
イントとして「Step Up!」「point」というコーナーを設けました。

●確認問題・基本問題・演習問題
「確認問題」では、最重要語句を一問一答形式の問題を通して、再確認しま
す。さらに地図や史料を扱った「基本問題」で、知識を別の角度からあら
ためて確認。重要語句を押さえ、地図・史料から知識を定着させることで、
入試問題を解く力が確実にアップします。その後、総合形式の「演習問題」
で総仕上げを行います。



高校新演習 高校入門
中学と高校の橋渡しに最適！
多様なレベル・使用層に対応した決定版

１　高校入学後も塾で学習したくなる！　学びを促進する構成
　高校の最初で学習する初歩的な内容はもちろん、中学までとは質的に異なる内容・勉強法まで、幅広く扱います。
高校での学習に見通しを立てることのできるテキストです。高校教科書の少し深い段階までをあえて提示すること
で、高校入学後も塾に通って学ぶことの大切さを生徒に体感させる作りになっています。

２　目的やレベルに応じて、多様な使用法が可能！
　国・数・英ともに6講で構成しました。前半3講と後半3講でレベル・目的を大きく二分しています。文字通り「高
校入門」レベルの生徒や、難関高校に合格して歯ごたえのある問題を求めている生徒など、多様な使用層に対応した
カリキュラム&コーナー設定を実現。使用時期・目的も、推薦入試で早めに進路を決めた生徒の進学準備、春期講習
用テキスト、高校入学後の学力定着など、幅広くご使用いただけます。

●国語
現代文3講・古典3講の構成です。現

代文では抽象度・語彙レベルの高い読解
問題を出題。中学までとは質的に異なる読
解力の必要性を実感することが可能です。
古典は用言の文法を先取り学習します。

●数学
後半3講に、高1最初の山場である2

次関数を配置しました。前半には、2次関
数を解くために必要な代数の内容と、図
形を配置。各講は、スモールステップで
理解を深められる構成となっています。

●英語
前半を文法、後半を読解にあてました。

文法では、中学の重要文法と高校文法の
先取り内容を学習。読解では、英文の読
み方や、品詞・文構造を意識した読解の
基礎を身に付けることができます。

教科 ページ数 本体予価＋税 サイズ
国語 40P

780円＋税 B5数学 40P
英語 36P

国語

1講 現代文の読解⑴　哲学・思想

数学

高校へのブリッジ

英語

1講 品詞の判別・文構造　
2講 現代文の読解⑵　言語・文化 1講 展開と因数分解 2講 基本時制・完了時制
3講 現代文の読解⑶　社会科学 2講 １次不等式・絶対値 3講 不定詞・動名詞・分詞
4講 古典文法⑴　動詞の活用形 3講 図形の性質（数学A） 4講 リーディング　イントロダクション　
5講 古典文法⑵　動詞の活用の種類 4講 ２次関数とグラフ 5講 リーディング(1)　
6講 古典文法⑶　形容詞・形容動詞　 5講 ２次関数の最大・最小 6講 リーディング(2)　

文語文法要覧 6講 ２次関数の決定

※表紙デザインは変更となる場合があります。




