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年
度 

川
崎
市
立
川
崎
高
等
学
校
附
属
中
学
校
入
学
者
決
定
検
査 

（ 
 

分 

）

 
 

 
 

 
 

 
              

― 

注 
 

意 

― 

１ 

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

２ 

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

全
７
ペ
ー
ジ)

に
な
り
ま
す
。
問
題
２(

全
１
ペ
ー
ジ)

は
反
対
面
か
ら

始
ま
り
ま
す
。 

３ 

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

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

４ 

解
答
用
紙
は
全
部
で
２
枚
あ
り
ま
す
。 

５ 

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

６ 

字
数
の
指
定
の
あ
る
問
題
は
、
指
定
さ
れ
た
条
件
を
守
り
、
最
初
の
マ
ス
か
ら
書
き
始
め
、
文
字
や
数
字
は
一
マ
ス
に
一
字
ず
つ
書
き

ま
し
ょ
う
。
句
読
点
〔
。
、〕
や
か
っ
こ
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。
た
だ
し
、
問
題
２
は
、
そ
の
問
題
の
［
注
意
事じ

項こ
う

］
の
指
示
に
し

た
が
い
ま
し
ょ
う
。 

７ 

「
や
め
」
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
途と

中
ち
ゅ
う

で
も
書
く
の
を
や
め
、
筆
記
用
具
を
机
の
上
に
置
き
ま
し
ょ
う
。 

７ 

45 



問題 1－1  
 

問
題
１ 

次
の
あ
、
い
の
文
章
、
じ
ろ
う
さ
ん
と
は
な
こ
さ
ん
の
会
話
文
を
読
み
、

問
題
に
答
え
ま
し
ょ
う
。 

 

あ 

岡お
か

本も
と

太た

郎ろ
う

と
川
崎
市
に
は
強
い
つ
な
が
り
が
あ
る
。 

 

そ
の
き
っ
か
け
は
、
岡
本
太
郎
の
出
生
地
だ
。
岡
本
太
郎
は
、
一
九
一
一
年
二
月

二
十
六
日
に
、
漫ま

ん

画が

家か

で
あ
る
岡
本
一
平
と
、
歌
人
で
小
説
家
で
も
あ
る
岡
本
か
の

子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
。
生
ま
れ
た
場
所
は
、
現
在
の
川
崎
市
高
津
区
二
子
で
あ
る
。

生
後
は
東
京
都
の
南
青
山
で
過
ご
す
が
、
一
九
九
一
年
に
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
で
行
わ
れ
た
、「
川
崎
生
ま
れ
の
鬼き

才さ
い

―
岡
本
太
郎
」
と
い
う
展
示
を
き
っ
か
け
に
、

岡
本
は
所
蔵
し
て
い
た
三
百
五
十
二
点
の
作
品
を
川
崎
市
に
お
く
っ
た
。
こ
の
こ
と

が
き
っ
か
け
で
岡
本
太
郎
美
術
館
の
建
設
計
画
が
始
ま
り
、
一
九
九
九
年
、
川
崎
市

多た

摩ま

区く

に
「
川
崎
市
岡
本
太
郎
美
術
館
」
が
開
館
し
た
。
岡
本
は
、
自
身
が
生
ま
れ

た
場
所
に
つ
な
が
り
を
感
じ
て
い
た
。
川
崎
市
は
、
地
元
か
ら
鬼
才
が
生
ま
れ
た
こ

と
を
ほ
こ
り
と
し
て
い
た
。
こ
の
両
者
の
思
い
が
つ
な
が
り
を
さ
ら
に
強
く
し
た
の

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
思
い
を
形
に
し
た
の
が
、
岡
本
太
郎
美
術
館
だ
っ
た
の

で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
美
術
館
に
行
け
ば
岡
本
太
郎
の
作
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、

岡
本
は
公
共
の
場
所
に
多
く
の
芸
術
作
品
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
川
崎
市
内
で

も
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

例
え
ば
、
令
和
五
年
に
完
成
し
た
川
崎
市
役
所
の
中
に
は
、「
月
の
顔
」
と
呼
ば
れ

る
作
品
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
中
原
区
に
あ
る
と
ど
ろ
き
ア
リ
ー
ナ
に
は
一
九
九
五

年
か
ら
「
マ
ス
ク
」
と
い
う
作
品
が
か
ざ
ら
れ
て
い
る
。
五
つ
の
カ
ラ
フ
ル
な
顔
を

モ
チ
ー
フ
に
し
た

彫
ち
ょ
う

刻こ
く

が
特と

く

徴
ち
ょ
う

的て
き

で
、
同
じ
名
前
の
作
品
が
一
九
七
〇
年
の
大
阪

万
博
で
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

幸
さ
い
わ
い

区く

に
あ
る
ミ
ュ
ー
ザ
川
崎
シ
ン
フ
ォ
ニ

ー
ホ
ー
ル
に
は
、
一
九
六
二
年
に
制
作
さ
れ
た
「
空
の
散
歩
」
と
い
う
壁へ

き

画が

が
か
ざ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
は
、
青
を
主
体
と
し
た
モ
ザ
イ
ク
タ
イ
ル
が
使
わ
れ
て

い
る
。
か
つ
て
は
ち
が
う
場
所
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
ミ
ュ
ー
ザ
川
崎
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー

ホ
ー
ル
が
完
成
し
た
二
〇
〇
四
年
に
、
今
の
場
所
に
設
置
さ
れ
た
。
高
津
区
に
あ
る

二ふ
た

子こ

神じ
ん

社じ
ゃ

に
は
「
ほ
こ
り
」
と
呼
ば
れ
る
彫
刻
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
一
九
六
二
年

に
完
成
し
た
。
こ
れ
は
、
岡
本
太
郎
の
母
で
あ
る
岡
本
か
の
子
の
文ぶ

ん

学が
く

碑ひ

と
な
っ
て

お
り
、
台
座
に
は
「
こ
の
ほ
こ
り
を
亡な

き
一
平
と
と
も
に
か
の
子
に
捧さ

さ

ぐ 

太
郎
」

と
、
こ
の
彫
刻
の
制
作
者
で
あ
る
岡
本
太
郎
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。 

 

「 

Ａ 

」
と
い
う
事
実
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
岡
本
太
郎
は
、
自
分
の
作
品

を
ほ
と
ん
ど
売
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
岡
本
が
ず
っ
と
持
っ
て
い
た
「
芸
術
は
み

ん
な
の
も
の
」
と
い
う
考
え
方
と
深
く
関
係
が
あ
る
。
太
陽
は
熱
も
光
も
無
限
に
あ

た
え
、
人
間
が
ひ
な
た
ぼ
っ
こ
を
し
て
い
て
も
決
し
て
金
銭
を
要
求
す
る
こ
と
は
な

い
。
芸
術
も
同
じ
で
、「 

Ｂ 

」
と
い
う
思
い
が
、
公
共
の
場
で
見
ら
れ
る
作
品
を

多
く
残
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
だ
。 

 

① 

② 

＊
１ 

＊
３ 

＊
４ 

＊
５ 

＊
６ 

＊
７ 

＊
２ 



問題 1－2  
 

い 
二
〇
二
五
年
、
大
阪
で
「
大
阪
・
関
西
万
博
」
が
開
さ
い
さ
れ
ま
す
。「
万
博
」
と

は
「
万
国
博
覧
会
」
の
こ
と
で
、
世
界
中
か
ら
た
く
さ
ん
の
人
や
モ
ノ
が
集
ま
り
、

そ
の
文
化
や
産
業
の
成
果
を
展
示
し
ま
す
。
日
本
で
は
過
去
に
も
大
阪
で
万
博
が
開

さ
い
さ
れ
ま
し
た
。
も
う
五
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
す
が
、
「
万
博
」
と
い
え
ば
、

み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
連
想
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
大
阪
万
博
で
は
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
、
は
く
力
の
あ
る
大
き
な

塔と
う

、
川
崎
市
に
も
関
係
が
あ
る
芸
術
家
が
制
作
し
た
「
太
陽
の
塔
」
を
思
い
出
す
人

が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
太
陽
の
塔
を
制
作
し
た
の
は
「
岡
本
太
郎
」
と

い
う
川
崎
市
出
身
の
芸
術
家
で
す
。
多
く
の
人
が
知
っ
て
い
る
太
陽
の
塔
で
す
が
、

そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
み
な
さ
ん
は
知
っ
て
い
ま
す
か
。
Ⅰ 

「
太
陽
の
塔
を
頭
に
思
い
う
か
べ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
る
と
、
初
め
に
思
い

う
か
ぶ
の
は
真
ん
中
の
大
き
な
灰
色
の
顔
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
一
番
上
の
金

色
の
顔
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
太
陽
の
塔
の
顔
に
は
そ
れ
ぞ
れ

象
し
ょ
う

徴
ち
ょ
う

す
る
も
の
が

あ
る
の
で
す
。
私
た
ち
に
見
え
て
い
る
「
顔
」
は
三
つ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
初
め
に
、

塔
の
頂
部
に
あ
る
の
は
「
黄
金
の
顔
」
で
す
。
そ
の
金
色
の
顔
は
「
未
来
」
を
象
徴

し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
二
つ
目
は
塔
の
正
面
、
真
ん
中
に
位
置
す
る
顔
、「
太
陽
の
顔
」

で
す
。
少
し
険
し
い
そ
の
表
情
が
象
徴
す
る
の
は
「
現
在
」
で
す
。
三
つ
目
は
背
面

の
黒
い
顔
で
す
。
そ
の
顔
は
「
黒
い
太
陽
」
と
呼
ば
れ
、「
過
去
」
を
象
徴
し
て
い
ま

す
。
Ⅱ 

一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
博
で
は
「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、

展
示
内
容
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
大
阪
万
博
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
任
さ
れ
て

い
た
太
郎
は
、「
進
歩
」
と
は
未
来
の
こ
と
を
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
過

去
、
そ
し
て
現
在
も
い
っ
し
ょ
に
考
え
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ

そ
太
郎
は
、
太
陽
の
塔
に
限
ら
ず
、
万
博
会
場
の
「
地
下
」
・
「
地
上
」
・
「
空
中
」
の

全
体
で
「
過
去
」
「
現
在
」
「
未
来
」
を
表
現
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
一
体

と
な
る
こ
と
で
初
め
て
「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
が
表
現
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
の

で
す
。
そ
し
て
実
は
太
陽
の
塔
に
は
も
う
一
つ
顔
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
は

も
う
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
地
底
の
太
陽
」
と
呼
ば
れ
る
第
四
の
顔
は
、「
地

上
展
示
」
と
「
空
中
展
示
」
を
支
え
る
地
下
の
空
間
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
最
も
重

要
な
空
間
に
あ
っ
た
顔
は
「
人
間
の
精
神
世
界
」
を
象
徴
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

私
た
ち
の
「
未
来
」「
現
在
」「
過
去
」
、
つ
ま
り
「
進
歩
」
を
支
え
る
も
の
は
、
私
た

ち
の
「 

Ｃ 

」
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
Ⅲ 

数
多
く
あ
っ
た
大
阪
万
博
の
展
示
物
は
万
博
閉
会
を
機
に
取
り
こ
わ
さ
れ
ま
し
た
。

た
だ
一
つ
残
り
続
け
て
い
る
太
陽
の
塔
。
あ
れ
か
ら
五
十
年
以
上
が
経
過
し
、
日
本

は
大
き
く
進
歩
し
た
の
だ
と
多
く
の
人
が
感
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
進
歩
と
は
何

か
を
考
え
る
こ
と
」
を
太
陽
の
塔
は
二
〇
二
五
年
を
生
き
る
私
た
ち
に
語
り
続
け
て

い
ま
す
。 

  

③ 

＊
８ 

＊
９ 



問題 1－3  
 

【
注
】 

＊
１ 
鬼
才
・
・
・
す
ぐ
れ
た
才
能
が
あ
る
人
。 

＊
２ 

モ
チ
ー
フ
・
・
・
音
楽
や
絵
画
な
ど
の
創
作
の
動
機
と
な
っ
た
主
要
な
動
機 

や
題
材
の
こ
と
。 

＊
３ 

壁
画
・
・
・
建
物
の
か
べ
や
て
ん
じ
ょ
う
に
、
か
ざ
り
つ
け
の
た
め
に 

か
い
た
絵
。 

＊
４ 

モ
ザ
イ
ク
タ
イ
ル
・
・
・
一
辺
が
五
十
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の 

か
ざ
り
つ
け
用
タ
イ
ル
。 

＊
５ 

文
学
碑
・
・
・
文
学
作
品
に
関
す
る
語
や
文
章
を
記
し
た
石
。 

＊
６ 

台
座
・
・
・
物
を
の
せ
て
お
く
台
。 

＊
７ 

捧
ぐ
・
・
・
ま
ご
こ
ろ
や
愛
情
を
示
し
て
相
手
に
つ
く
す
こ
と
。 

＊
８ 

頂
部
・
・
・
あ
る
物
の
も
っ
と
も
上
に
位
置
す
る
部
分
。 

＊
９ 

調
和
・
・
・
全
体
が
ほ
ど
よ
く
つ
り
あ
っ
て
、
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
。 

  

じ
ろ
う
さ
ん
と
は
な
こ
さ
ん
の
会
話
文 

 

は
な
こ
さ
ん 

「
わ
た
し
の
お
兄
ち
ゃ
ん
、
二
〇
二
五
年
の
大
阪
・
関
西
万
博
の 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
応お

う

募ぼ

し
た
ん
だ
。
」 

じ
ろ
う
さ
ん 

「
す
ご
い
ね
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
っ
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
や
る
の
？
」 

は
な
こ
さ
ん 

「
会
場
内
で
の
施し

設せ
つ

の
案
内
と
、
大
阪
の
主
要
な
駅
や
空
港
で
の 

案
内
の
二
種
類
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
あ
っ
た
み
た
い
だ
よ
。
私 

の
お
兄
ち
ゃ
ん
は
、
両
方
応
募
し
て
、
ど
ち
ら
も
で
き
る
こ 

と
に
な
っ
た
み
た
い
。
」 

じ
ろ
う
さ
ん 

「
は
な
こ
さ
ん
の
家
族
は
、
大
阪
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
る
の 

か
な
。
知
識
が
無
い
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
っ
て
難
し
い
と
感
じ 

る
な
。
」 

は
な
こ
さ
ん 

「
約 

１ 

程
前
に
も
大
阪
で
万
博
が
あ
っ
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ 

ん
は
そ
れ
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
言
っ
て
い
た
よ
。
で
も
お 

兄
ち
ゃ
ん
も
私
も
行
っ
た
こ
と
が
無
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
前
の 

冬
休
み
に
昔
の
大
阪
万
博
の
会
場
へ
行
っ
て
き
た
ん
だ
。」 

じ
ろ
う
さ
ん 

「
そ
れ
は
い
い
ね
。
ど
う
だ
っ
た
？
」 

は
な
こ
さ
ん 

「
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
も
の
は
何
も
残
っ
て
な
い
…
と
思
っ
て
い 

た
の
だ
け
ど
、
一
つ
だ
け
残
っ
て
い
た
ん
だ
よ
ね
。
じ
ろ
う
さ 

ん
、
太
陽
の
塔
っ
て
、
知
っ
て
い
る
？
」 

じ
ろ
う
さ
ん 

「
知
っ
て
い
る
よ
。
図
工
の
教
科
書
に
も
の
っ
て
い
た
よ
ね
。
け 

い
こ
先
生
が
、
太
陽
の
塔
を
作
っ
た
岡
本
太
郎
は
川
崎
に
も
つ 

な
が
り
が
あ
る
ん
だ
、
っ
て
言
っ
て
い
た
よ
。
で
も
、
本
物
は 

見
た
こ
と
が
な
い
し
、
図
工
の
教
科
書
も
正
面
か
ら
の
写
真
だ 

っ
た
よ
ね
。」 



問題 1－4  
 

は
な
こ
さ
ん 

「
わ
た
し
も
、
正
面
か
ら
見
た
太
陽
の
塔
は
知
っ
て
い
た
の
だ
け 

ど
、
実
際
に
見
て
み
た
ら
正
面
か
ら
見
た
印
象
と
ち
が
っ
て
お 

ど
ろ
い
た
よ
。
」 

じ
ろ
う
さ
ん 
「
へ
え
、
そ
う
な
ん
だ
。
正
面
以
外
に
は
何
が
あ
る
の
。」 

は
な
こ
さ
ん 
「
反
対
側
は
、 

２ 

が
あ
る
ん
だ
よ
。」 

じ
ろ
う
さ
ん 

「
そ
う
な
ん
だ
。
初
め
て
知
っ
た
よ
。
顔
は
一
個
で
は
な
い
ん
だ 

ね
。
全
部
で
い
く
つ
あ
る
の
。
」 

は
な
こ
さ
ん 

「
本
当
は 

３ 
個
ら
し
い
の
だ
け
ど
、
今
は 

４ 

個
し
か 

見
ら
れ
な
い
ん
だ
っ
て
。
私
も 

４ 

個
し
か
見
ら
れ
な
か 

っ
た
。
あ
と
ひ
と
つ
は
、
あ
５ 

な
ん
だ
っ
て
。」 

じ
ろ
う
さ
ん 

「
不
思
議
な
話
だ
な
あ
。
そ
う
い
え
ば
、
ぼ
く
の
家
の
近
く
に
も
、 

岡
本
太
郎
の
作
品
が
あ
る
ん
だ
。
顔
が
五
つ
あ
る
ん
だ
よ
。
」 

は
な
こ
さ
ん 

「
そ
れ
、
き
っ
と 

６ 

と
い
う
作
品
だ
よ
。
」 

じ
ろ
う
さ
ん 

「
そ
う
だ
っ
た
。
妹
の
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
大
会
の
時
に
見
て
、
こ
れ 

も
岡
本
太
郎
な
ん
だ
っ
て
思
っ
た
よ
。
」 

は
な
こ
さ
ん 

「
川
崎
市
内
に
限
ら
ず
、
日
本
各
地
の
公
共
の
場
所
に
、
岡
本
太 

郎
の
作
品
が
あ
る
み
た
い
だ
よ
。
」 

じ
ろ
う
さ
ん 

「
二
〇
二
五
年
の
大
阪
・
関
西
万
博
は
、
昔
の
万
博
と
は
会
場
が 

異
な
る
ん
だ
よ
ね
。
今
回
の
万
博
を
き
っ
か
け
に
、
太
陽
の
塔 

に
も
興
味
を
も
っ
て
足
を
運
ぶ
人
が
い
る
と
い
い
な
。
」 

は
な
こ
さ
ん 

「
確
か
に
、
き
っ
と
世
界
か
ら
た
く
さ
ん
の
人
が
来
る
よ
ね
。
じ 

ろ
う
さ
ん
と
話
し
た
こ
と
、
お
兄
ち
ゃ
ん
に
も
伝
え
て
み
る
よ
。 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
生
か
せ
る
か
も
。
」 

 

【
い
ず
れ
も
適
性
検
査
の
た
め
に
作
成
し
た
文
章
】 

  

⑴ 

じ
ろ
う
さ
ん
と
は
な
こ
さ
ん
の
会
話
文
を
読
み
、 

１ 

か
ら 

６ 

に
あ
て

は
ま
る
言
葉
を
、
あ
ま
た
は
い
の
文
章
か
ら
探
し
、
す
べ
て
四
字
以
内
で
抜
き

出
し
て
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

⑵ 

あ
の
―
線
①
「
強
い
つ
な
が
り
」
に
つ
い
て
、
こ
の
文
章
の
筆
者
は
何
が
つ
な

が
り
を
強
く
し
た
と
考
え
て
い
ま
す
か
。
解
答
用
紙
に
合
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ

れ
八
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

⑶ 

あ
を
読
ん
だ
じ
ろ
う
さ
ん
は
、
こ
の
内
容
を
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
伝
え
よ
う
と

考
え
ま
し
た
。
言
葉
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く
い
の
で
、
地
図
を
作
り
、
地
図
を

見
せ
な
が
ら
話
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
次
の
ペ
ー
ジ
の
地
図
の
①
か
ら
⑤
に
あ

て
は
ま
る
言
葉
を
、
あ
ま
た
は
い
の
文
章
か
ら
探
し
、
抜
き
出
し
て
地
図
を
完

成
さ
せ
ま
し
ょ
う
。 



問題 1－5  
 

                    

⑷ 

あ
の 

Ａ 

に
あ
て
は
ま
る
事
実
を
、
十
八
字
で
抜
き
出
し
て
書
き
ま
し
ょ
う
。 

  

⑸ 

あ
の
―
線
②
「
太
陽
は
熱
も
光
も
…
」
の
別
の
事
例
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の

を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

１ 

家
族
が
買
っ
て
く
る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
水
は
、
い
つ
で
も
私
た
ち
の
の
ど

を
う
る
お
し
て
く
れ
る 

２ 

初
夏
の
さ
わ
や
か
な
風
は
、
暑
く
ほ
て
っ
た
私
た
ち
の
体
を
や
さ
し
く
冷

ま
し
て
く
れ
る 

３ 

農
業
を
仕
事
に
し
て
い
る
人
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
日
々
お
い
し 

い
給
食
を
食
べ
ら
れ
る 

４ 

私
が
大
好
き
な
ア
イ
ド
ル
は
、
ど
ん
な
に
つ
ら
く
て
も
私
た
ち
の
た
め
に 

え
が
お
で
テ
レ
ビ
に
出
て
く
れ
る 

５ 

私
が
よ
く
行
く
本
屋
さ
ん
の
店
員
さ
ん
は
、
ど
ん
な
に
い
そ
が
し
く
て
も 

て
い
ね
い
に
質
問
に
答
え
て
く
れ
る 

    



問題 1－6  
 

⑹ 
あ
の 

Ｂ 

に
入
る
岡
本
太
郎
の
思
い
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
１

か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
、
番
号
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

１ 

そ
の
作
品
の
よ
さ
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
た
人
が
個
人
で
所
有
す
る
べ
き 

も
の
で
あ
る 

２ 

特
定
の
人
物
が
入
れ
る
空
間
に
か
ざ
ら
れ
る
こ
と
で
初
め
て
価
値
を
見
出 

す
こ
と
が
で
き
る 

３ 

み
ん
な
の
も
の
で
あ
り
、
よ
り
多
く
の
人
が
い
る
場
所
で
か
ざ
ら
れ
る
べ 

き
も
の
で
あ
る 

４ 

み
ん
な
の
も
の
で
あ
る
が
、
太
陽
と
ち
が
っ
て
い
つ
も
そ
こ
に
あ
る
わ
け 

で
は
な
い 

５ 

そ
の
芸
術
作
品
の
よ
さ
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
作
品
を
楽
し
む
こ
と 

は
で
き
な
い 

 

⑺ 

い
を
読
み
、
「
太
陽
の
塔
」
の
「
位
置
」
、「
顔
の
名
前
」
、
「
そ
の
意
味
」
の 

組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
９
の
中
か
ら
選
び
、
番

号
で
書
き
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
位
置
「
顔
の
名
前
」（
そ
の
意
味
）
の
順
番
で
並

ん
で
い
ま
す
。 

 

 

 

                   

 
 

頂
部 

「
太
陽
の
顔
」（
未
来
） 

１ 

真
ん
中
「
黄
金
の
顔
」（
現
在
） 

背
面 

「
黒
い
太
陽
」
（
過
去
） 

 

 
 

頂
部 

「
太
陽
の
顔
」（
現
在
） 

２ 

真
ん
中
「
黄
金
の
顔
」（
過
去
） 

背
面 

「
黒
い
太
陽
」
（
未
来
） 

 

 
 

頂
部 

「
太
陽
の
顔
」（
過
去
） 

３ 

真
ん
中
「
黄
金
の
顔
」（
未
来
） 

背
面 

「
黒
い
太
陽
」
（
現
在
） 

 

 
 

頂
部 

「
黄
金
の
顔
」（
未
来
） 

４ 

真
ん
中
「
太
陽
の
顔
」（
現
在
） 

背
面 

「
黒
い
太
陽
」
（
過
去
） 

 

 
 

頂
部 

「
黄
金
の
顔
」（
現
在
） 

５ 
真
ん
中
「
太
陽
の
顔
」（
未
来
） 

背
面 
「
黒
い
太
陽
」
（
過
去
） 

 

 
 

頂
部 

「
黄
金
の
顔
」（
過
去
） 

６ 

真
ん
中
「
太
陽
の
顔
」
（
現
在
） 

背
面 

「
黒
い
太
陽
」
（
未
来
） 

 

頂
部 

「
黒
い
太
陽
」
（
未
来
） 

７ 

真
ん
中
「
太
陽
の
顔
」
（
現
在
）

背
面 

「
黄
金
の
顔
」
（
過
去
） 

  
 

頂
部 

「
黒
い
太
陽
」（
現
在
） 

８ 

真
ん
中
「
太
陽
の
顔
」（
過
去
） 

背
面 

「
黄
金
の
顔
」
（
未
来
） 

  
 

頂
部 

「
黒
い
太
陽
」（
過
去
） 

９ 

真
ん
中
「
太
陽
の
顔
」（
未
来
） 

背
面 

「
黄
金
の
顔
」
（
現
在
） 



問題 1－7  
 

⑻ 
次
の
文
が
入
る
位
置
は
ど
こ
で
す
か
。
い
の
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
の
中
か
ら
最
も
適
切

な
位
置
を
選
び
、
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

「
こ
の
よ
う
に
、
太
陽
の
塔
は
全
体
で
「
未
来
」
「
現
在
」
「
過
去
」
と
い
う
そ

れ
ぞ
れ
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。」 

 

⑼ 
 

Ｃ 

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
い
か
ら
四
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
書
き
ま 

 
 

し
ょ
う
。 

 

⑽ 

い
の
内
容
に
つ
い
て
最
も
適
し
て
い
る
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
４
の
中
か
ら
選

び
、
番
号
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

１ 

前
回
の
万
博
が
大
阪
で
開
催
さ
れ
た
の
は
一
九
八
〇
年
で
あ
る 

２ 

二
〇
二
五
年
現
在
、
存
在
し
て
い
る
太
陽
の
塔
の
顔
は
三
つ
で
あ
る 

３ 

岡
本
太
郎
は
前
回
の
大
阪
万
博
で
太
陽
の
塔
だ
け
を
作
っ
た 

４ 

前
回
の
大
阪
万
博
の
た
め
に
作
ら
れ
た
展
示
物
は
す
べ
て
残
っ
て
い
る 

 

⑾ 

い
の
―
線
③
「
進
歩
と
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
岡
本
太
郎
が
考

え
て
い
た
こ
と
を
、「
未
来
」「
現
在
」「
過
去
」
と
い
う
語
句
を
使
っ
て
三
十
字

以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

⑿ 

あ
と
い
の
文
章
に
共
通
し
て
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
、
解
答
用
紙
に
合
う
よ
う

に
十
一
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。 

 

⒀ 

じ
ろ
う
さ
ん
と
は
な
こ
さ
ん
の
会
話
の
後
、
実
際
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
っ
た 

は
な
こ
さ
ん
の
お
兄
さ
ん
は
、
駅
や
万
博
の
会
場
で
多
く
の
質
問
を
さ
れ
ま
し

た
。
次
の
①
か
ら
③
の
内
容
は
、
お
兄
さ
ん
が
実
際
に
答
え
た
も
の
で
す
。
ど
の

よ
う
な
質
問
を
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
お
兄
さ
ん
が
答
え
た
内
容
か
ら
、

質
問
の
内
容
を
考
え
て
書
き
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、（
例
）
の
よ
う
に
答
え
を
そ

の
ま
ま
質
問
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

（
例
）
こ
れ
は
、
り
ん
ご
で
す
。
→
こ
れ
は
、
り
ん
ご
で
す
か
。 

 

① 

「
太
陽
の
塔
」
は
、
岡
本
太
郎
が
制
作
し
ま
し
た
。 

 
 

② 

万
博
は
、
二
〇
〇
五
年
に
愛
知
県
で
も
開
さ
い
さ
れ
ま
し
た
。 

③ 

万
博
会
場
か
ら
関
西
国
際
空
港
ま
で
は
、
直
通
バ
ス
が
出
て
い
ま
す
。
所 

要
時
間
は
約
一
時
間
で
す
。 



問題２ 次の文章を読み、問題に答えましょう。 

 

あなたはクラスで卒業式前に行われる学習発表会のリーダーをしています。学習発表会では、

「自分たちの成長を伝える」という大きなテーマがあり、そのテーマにふさわしい発表として、

クラスでどのようなものにするかについて各班で話し合うことにしました。各班から出された

案の中から「Ａ ６年間をふりかえり、どのように自分たちが成長してきたのかを劇で発表す

る案」と、「Ｂ 最高学年としてこの１年間どのように自分たちが成長してきたのかを劇にして

発表する案」の２つが最終的に残りました。どちらか１つに決めようとしましたが、意見が割

れ、なかなか決まりません。話し合いが長引くうちに、「じゃんけんできめればいいのではない

でしょうか。」などの解決方法を提案する人が出てきたことによって、クラスは２つのグループ

に分かれて言い争いまで起こってしまいました。 

 

問題 

おたがいが納得して発表内容を決めていくために、あなたは学習発表会のクラスのリーダー

として、どのような声かけをし、具体的にどのような行動を取りますか。また、なぜそのよう

にするのか理由も書きましょう。 

 

［注意事項］ 

〇 解答用紙に縦書きで書きましょう。 

〇 解答用紙に 300 字以上 400 字以内で書きましょう。 

〇 原
げん

稿
こう

用紙の正しい用法で書きましょう。また、漢字を適切に使いましょう。 

〇 はじめに題名などは書かず、１行目、１マス空けたところから書きましょう。自分の名前

は、氏名らんに書きましょう。 

〇 ３段落以上の構成で書きましょう。 

〇 句読点〔。、〕やかっこなども１字に数え、１マスに１字ずつ書きましょう。また、段落を 

変えたときの残りのマス目も字数として数えます。 

問題 2－1  
 



④ ① ４ １

② ５ ２

⑤

③ ６ ３

⒀ ⑿ ⑾ ⑽ ⑼ ⑻ ⑺ ⑹ ⑸ ⑷ ⑶ ⑵ ⑴

⒀ ⑾⑿
①②③

⑽

川
崎
市
に

川
崎
市
の
両
者
の
思
い
。

岡
本
と

　
　
　
　
　
　
　
　
区

　
　
　
　
　
　
　
　
区

岡
本
を

⑸

⑺

⑻

⑵

氏　名

合　計

下のらんには記入しない

こ
と
。

適
性
検
査
Ⅱ
　
解
答
用
紙
１

⑹

受検番号

問
題
１

⑶ ⑴

で
あ
る
こ
と
。

⑷

⑼



問
題
２

適
性
検
査
Ⅱ
　
解
答
用
紙
２

受検番号

氏　名

400 360 300 100200 20

下のらんには記入しない


