


　「思考スキル」は、問
もん

題
だい

に取り組むことを通じて、みなさんに身
み

につけてほしい力を表
あらわ

したものです。

思考スキルは、特
とく

定
てい

の問題に限
かぎ

らず、さまざまな場
ば

面
めん

で活用することができる大切な力です。問題に

つまずいたときには、思考スキルに着
ちゃく

目
もく

してみましょう。どのような切り口で問題と向
む

き合えばよい

のか、どのように考え進
すす

めればよいのか、…など、手がかりをとらえるのに役
やく

立
だ

ちます。問題に取
と

り

組むとき、活用してみましょう。

○情
じょう

報
ほう

を獲
かく

得
とく

する
　・�問題文から情

じょう
報
ほう
や問題の条

じょう
件
けん
を正しくとらえ

る
　・�図やグラフなどから情報を正しくとらえる

○再
さい

現
げん

する
　・計算を正しく行う
　・�問題の指

し
示
じ
通りの操

そう
作
さ
を正しく行う

○調
しら

べる
　・�方

ほう
針
しん
を立て、考えられる場合をもれや重

ちょう
複
ふく
な

く全
すべ
て探
さが
し出す

　・�書き出すことを通じて、法
ほう
則
そく
を発
はっ
見
けん
する

○順
じゅん

序
じょ

立
だ

てて筋
すじ

道
みち

をとらえる
　・�変

へん
化
か
する状

じょう
況
きょう
を時

じ
系
けい
列
れつ
で明らかにする

　・�複
ふく
雑
ざつ
な状況を要

よう
素
そ
ごとに順序立てて整

せい
理
り
する

　・�前問が後に続
つづ
く問いの手がかりとなっている

ことを見ぬく

○特
とく

徴
ちょう

的
てき

な部
ぶ

分
ぶん

に注
ちゅう

目
もく

する
　・�等

ひと
しい部分に注目する

　・変化しないものに注目する
　・�際

きわ
立
だ
った部分（計算式

しき
の数、素

そ
数
すう
、約

やく
数
すう
、平

へい

方
ほう
数、…など）に注目する

　・和
わ
、差

さ
や倍
ばい
数
すう
関
かん
係
けい
に注目する

　・対
たい
称
しょう
性
せい
に注目する

　・規
き
則
そく
や周

しゅう
期
き
に注目する

○一
いっ

般
ぱん

化
か

する
　・�具

ぐ
体
たい
的
てき
な事

じ
例
れい
から、他の状況にもあてはまる

ような式を導
みちび
き出す

　・�具体的な事例から、規則やきまりをとらえて
活用する

○視
し

点
てん

を変える
　・図形を別

べつ
の視点で見る

　・立体を平
へい
面
めん
的
てき
にとらえる

　・多角的な視点で対
たい
象
しょう
をとらえる

○特定の状
じょう

況
きょう

を仮
か

定
てい

する
　・�極

きょく
端
たん
な場合を想

そう
定
てい
して考える（もし全て○○

なら、もし○○がなければ、…など）
　・�不

ふ
足
そく
を補

おぎな
ったり、余

よ
分
ぶん
を切りはなしたりして

全
ぜん
体
たい
をとらえる

　・�複
ふく
数
すう
のものが移

い
動
どう
するとき、特

とく
定
てい
のものだけ

を移動させて状況をとらえる
　・�具体的な数をあてはめて考える
　・�解

かい
答
とう
の範
はん
囲
い
や大きさの見当をつける

思考スキル



○知
ち

識
しき

　・��情
じょう
報
ほう
を手がかりとして、持っている知

ち
識
しき
を想
そう

起
き
する

　・�想起した知
ちしき
識を正しく運

うん
用
よう
する

○理
り

由
ゆう

　・�筆
ひっ
者
しゃ
の意

い
見
けん
や判
はん
断
だん
の根
こん
拠
きょ
を示
しめ
す

　・�ある出
で
来
き
事
ごと
の原
げん
因
いん
、結
けっ
果
か
となることを示す

　・�現
げん
象
しょう
の背
はい
後
ご
にあることを明らかにする

○置き換
か

え
　・�問いを別

べつ
の形で言い表

あらわ
す

　・�問題の状
じょう
況
きょう
を図表などに表す

　・�未
み
知
ち
のものを自分が知っている形で表す

　・�具体的な数と比
ひ
を自由に行き来する

○比
ひ

較
かく

　・�多角的な視
し
点
てん
で複数のことがらを比

くら
べる

　・複数のことがらの共
きょう
通
つう
点
てん
を見つけ出す

　・複数のことがらの差
さ
異
い
を明
めい
確
かく
にする

○分
ぶん

類
るい

　・�個
こ
々
こ
の要素によって、特定のまとまりに分け

る
　・�共通点、相

そう
違
い
点
てん
に着

ちゃく
目
もく
して、情報を切り分け

ていく

○具体・抽
ちゅう

象
しょう

　・�文
ぶん
章
しょう
から筆者の挙

あ
げる例

れい
、特定の状況や心

しん
情
じょう

を取
と
り出す

　・ある特
とく
徴
ちょう
を持つものを示

しめ
す

　・�個々の事例から具体的な要素を除
のぞ
いて形式化

する
　・�個々の事例から共通する要素を取り出してま

とめる

○関係づけ
　・�情報どうしを結

むす
び付

つ
ける

　・�要素間の意味を捉
とら
え、情報を補

おぎな
う

　・�部
ぶ
分
ぶん
と全

ぜん
体
たい
のそれぞれが互

たが
いに与えあう影

えい
響
きょう

に目を向ける
　・�ある目的のための手

しゅ
段
だん
となることを見つけ出

す

○推
すい

論
ろん

　・�情報をもとに、論
ろん
理
り
的
てき
な帰

き
結
けつ
を導き出す

　・�情報をもとに、未
み
来
らい
・過

か
去
こ
のことを予

よ
測
そく
する

　・�情報を活用して、さらに別の情報を引き出す

思考スキル



小学3年  基礎力テスト（国・算） ── 解答と解説
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② 時間 分分
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1
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（1） （2） （3）
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①
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mL人

（cm）

cm
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時午前

（1） 50円玉（　　　　　）まい、10円玉（　　　　　）まい 

（完答）36

（2）

100円玉（　　　　　）まい、50円玉（　　　　　）まい、10円玉（　　　　　）まい

100円玉（　　　　　）まい、50円玉（　　　　　）まい、10円玉（　　　　　）まい

（5）

（1）

① ②g（6） cm
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完
答
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問五

53
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55
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ア
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イ

ウ

エ

オ

問二

45
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問三

41
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43

39

あ
問一

い

う

え

お

で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

イ
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○

○

○

×

854 83

548

72 142

7 258

8 550 7

5

10 ク

60

2 2

1 0 5

0 2 5

ウ

ウ
・
オ

ア

算数 （国語と算数あわせて４０分） 国
語
（
国
語
と
算
数
あ
わ
せ
て
四
十
分
）

108

1
4

ど

の

辺

に

い

つ

頃

、

ク

モ

が

い

る

の

か

に

つ

い

て

の

知

識

が

な

か

っ

た

か

ら

4

(配点)
算数
　　各２点×６＝12点
　、　　各３点×10＝30点
　　各４点×２＝８点
国語
問一　各２点×５＝10点
問三、問七　各４点×２＝８点
問四　５点
上記以外　各３点×９＝27点
計100点

1
2 3

エ

そ

れ

は

、

記

家

夕
方

歩

ど
て

み
ち
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【解　説】
2 　いろいろな文章題
⑴　 A1  再現する

48÷６＝８（人）

⑵　 A1  再現する
1 L

リットル
＝1000m

ミリリットル
L

ひろしくんと弟がのんだジュースの合計は、250＋200＝450（mL）

のこるジュースは、1000－450＝550（mL）

⑶　 A2  調べる  特定の状況を仮定する
Ａ×Ｂ＝Ａなので、Ｂ＝１

Ａ＋Ａ＝Ｃで、Ａ＝２のとき、Ｃ＝２＋２＝４　Ａ＝３のとき、Ｃ＝６になるので、Ａ＝２、Ｃ＝４�

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝２＋１＋４＝７

⑷　 A1  特徴的な部分に注目する  特定の状況を仮定する
同じ大きさに４つに分けたうちの１つ分なので、もとの大きさの１４

⑸　①　 A1  再現する
（午前７時50分）＋（15分）＝午前８時５分

　　②　 A2  再現する  順序立てて筋道をとらえる
午前８時５分から正午までは、（12時）－（８時５分）＝３時間55分

正午からの３時間30分をたして、（３時間55分）＋（３時間30分）＝７時間25分

⑹　①　 A1  再現する  特徴的な部分に注目する
ねん土玉の数は、４×３＝12（こ）

１こ６ｇなので、重さは全部で６×12＝72（ｇ）

　　②　 A2  再現する  特徴的な部分に注目する  順序立てて筋道をとらえる
５cmの竹ひごは８本つかうので、�長さは合わせて、５×８＝40（cm）

７cmの竹ひごは６本つかうので、�長さは合わせて、７×６＝42（cm）

10cmの竹ひごは６本つかうので、長さは合わせて、10×６＝60（cm）

すべて合わせると、40＋42＋60＝142（cm）

��　

３年生　スタート模試　基礎力テスト（算数）



3 　条件に合う数の組み合わせを調べる力をみる問題
⑴　 B1  情報を獲得する  調べる
　　50円玉を１まいつかうと、残りは、120－50＝70（円）

　　�つかう10円玉は、70÷10＝７（まい）となり、５まいより多いのであてはまりません。

　　50円玉を２まいつかうと、50×2＝100円　残りは、120－100＝20（円）

　　�つかう10円玉は、20÷10＝２（まい）となり、条
じょう
件
けん
にあてはまります。�

　　つかうのは、50円玉２まい、10円玉２まい

⑵　 B1  情報を獲得する  調べる
　　�100円玉を１まいつかうと、のこりは、150－100＝50（円）

　　50円玉をつかわずに、10円玉をつかうと、50÷10＝５（まい）となります。

　　買い方は、100円（�１�）まい、50円（�０�）まい、10円（�５�）まい

　　100円玉をつかわないと、100円玉のかわりに50円玉を、100÷50＝２（まい）つかいます。

　　買い方は、100円（�０�）まい、50円（�２�）まい、10円（�５�）まい

4 　図形の基礎的な知識と図形の性質をとらえる力を見る問題
⑴　 B1  情報を獲得する  特徴的な部分に注目する  特定の状況を仮定する
　　大きい直角三角形の中には、右の図の

　　ように、小さい直角三角形を４つしき

　　つめることができます。

　　□cmにあたるへんの長さは、

　　５＋５＝10（cm）

⑵　 B1  特定の状況を仮定する  置き換え
　　右の図のように、大きい直角三角形の

　　直角をイに合わせ、２つの角をアと
　　クに合わせると、（1）の10cmの
　　へんがアとクをむすんだものだとわかります。

　　（→のように、上下がはんたいでも同じです。）

ア

イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ

3cm

4cm

10cm

5cm

5cm

5cm

３年生　スタート模試　基礎力テスト（算数）



【
解　

説
】

　
　

大お
お
崎さ
き
茂し
げ
芳よ
し
「
ク
モ
の
糸
の
秘ひ

密み
つ
」
か
ら
出
題
し
ま
し
た
。
受じ
ゅ
験け
ん
生せ
い
の
み
な
さ
ん
も
ク
モ
や

ク
モ
の
巣す

を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
て
読
み
や
す
か
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

本
文
は
ク
モ
が
ど
の
あ
た
り
に
い
る
の
か
、
な
ぜ
ク
モ
が
そ

こ
に
い
る
の
か
な
ど
理り

由ゆ
う

を
示し
め

し
な
が
ら
説せ
つ

明め
い

し
て
い
ま
す
。
ク
モ
が
ど
こ
に
い
る
の
か
、

な
ぜ
そ
こ
に
い
る
の
か
段だ
ん

落ら
く

ご
と
に
要よ
う

点て
ん

を
整せ
い

理り

し
な
が
ら
読
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

問
二
　
Ｂ
１ 

比
較 

具
体
・
抽
象

　
　

本
文
が
何
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
か
話
題
を
答
え
る
問も
ん

題だ
い

で
す
。
選せ
ん

択た
く

肢し

を
見
る

と
、
ク
モ
の
何
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
か
を
選え
ら

ぶ
内な
い

容よ
う

な
の
で
、
各か
く

段
落
の
要
点
か
ら

共き
ょ
う

通つ
う

の
内
容
を
考
え
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。「
ク
モ
の
巣
が
い
つ
、
ど
こ
に
張は

ら
れ
て
い
る

の
か
」
と
い
う
内
容
が
共
通
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

問
三　

Ｂ
１ 

理
由

　
　

━
線
①
の
直
後
の
文
に
あ
る
「
そ
れ
は
」
と
い
う
指し

示じ

語ご

に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。「
そ

れ
は
」
が
指
し
示し
め

し
て
い
る
内
容
は
、

━
線
①
の
内
容
に
な
る
の
で
、「
そ
れ
は
」
に

━
線
①
の
内
容
を
あ
て
は
め
る
と
、「
意
外
と
時じ

期き

や
場
所
は
忘わ
す

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
人

が
多
い
の
は
記き

憶お
く

に
は
残
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
ク
モ
に
あ
ま
り
関か
ん

心し
ん

が
な
け
れ
ば
季き

節せ
つ

な

ど
覚
え
て
い
な
い
か
ら
」
に
な
り
、
こ
の
一
文
が
理
由
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
文
末

に
「
か
ら
」、「
た
め
」、「
の
で
」
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
と
き
は
、
理
由
が
書
か
れ
て
い

る
の
で
さ
が
す
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

問
四　

Ｂ
２ 

理
由 

推
論    

　
　

━
線
②
は
、
ク
モ
や
ク
モ
の
巣
を
見
た
記
憶
が
あ
る
が
、
あ
ま
り
関
心
が
な
い
と
季

節
な
ど
覚
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
一
例
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
内
容
で
す
。
そ
し
て
、

━
線
②
の
直
後
に
「
や
は
り
、
ク
モ
を
採さ
い

集し
ゅ
う

す
る
に
は
、
ど
の
辺へ
ん

に
い
つ
頃ご
ろ
、
ク
モ
が

い
る
の
か
に
つ
い
て
の
知ち

識し
き
が
必ひ
つ
要よ
う
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
結け
つ
論ろ
ん
づ
け
て
い
ま
す
。

　
　

 

記き

憶お
く

に
は
残
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
ク
モ
に
あ
ま
り
関
心
が
な
け
れ
ば
季
節
な
ど
覚
え
て

い
な
い

　
　
　
　
　
　
　

↓ （
例れ
い

）

　
　

あ
る
人
に
ク
モ
採
集
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
成せ
い

果か

は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た

　
　
　
　
　
　
　

↓ （
結け
つ
論ろ
ん
）

　
　

 

や
は
り
、
ク
モ
を
採
集
す
る
に
は
、
ど
の
辺
に
い
つ
頃
、
ク
モ
が
い
る
の
か
に
つ
い
て

の
知ち

識し
き

が
必ひ
つ

要よ
う

と
思
わ
れ
ま
す

　

 　

こ
の
よ
う
な
文
章
の
構こ
う

成せ
い

に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ク
モ
が
捕と

れ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
ど
の
辺
に
い
つ
頃
、
ク
モ
が
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
知ち

識し
き

が
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
問
題
で
は
、
①
正
し
い
内な
い

容よ
う

が
書
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

②
①
に
過か

不ふ

足そ
く

が
な
く
、
表ひ
ょ
う

現げ
ん

や
表
記
に
誤あ
や
ま

り
が
な
い
か
ど
う
か
を
中
心
に
見
て
い
ま
す
。

問
五　

Ｂ
１ 

関
係
づ
け 

比
較  

　
　

③

は
、「
山
の
中
に
入
れ
ば
ク
モ
が
多
く
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
の
答
え

が
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
本
文
に
は
答
え
そ
の
も
の
が
明め
い

確か
く

に
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

③

の
直
後
の
文
の
接せ
つ

続ぞ
く

語ご

「
ま
た
」
に
注
目
で
き
れ
ば
答
え
が
導
け
ま
す
。
接
続
語
の
「
ま

た
」
は
、
前
の
内
容
に
後
ろ
の
内
容
を
付つ

け
加
え
る
働
き
が
あ
る
の
で
、
後
ろ
に
書
か
れ
て

い
る
内
容
と
同
じ
答
え
が
、

③

に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

問
六　

Ａ
２ 

知
識 

関
係
づ
け 

　
　

接
続
語
の
問
題
で
す
。
空く
う

欄ら
ん

の
前
後
の
内
容
か
ら
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
考
え
ま
し
ょ

う
。

　
　

Ａ　

生
物
の＊

食し
ょ
く

物も
つ
連れ
ん
鎖さ

を
頭
に
入
れ
れ
ば
、
よ
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

↓
（
結
果
）
で
す
か
ら

　
　
　
　

ク
モ
を
探さ
が
す
に
は
、
食
物
連
鎖
を
考
え
て
、
…
…
ク
モ
を
探
し
や
す
い
の
で
す
。

　
　

Ｂ　

ク
モ
は
お
互た

が
い
に
で
き
る
だ
け
離は
な
れ
て
巣
を
張
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

⇔
（
反
対
）
し
か
し

　
　
　
　

集
光
灯
の
と
こ
ろ
に
…
… 

巣
が
密み
っ

集し
ゅ
う

し
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
モ
は
何
と
か

昆こ
ん
虫ち
ゅ
う

を
捕と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
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問
七　

Ｂ
１ 

比
較 

関
係
づ
け 

　
　
「
そ
れ
ら
」
が
指
し
示
す
昆
虫
は
、

━
線
④
の
前
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
昆こ
ん
虫ち
ゅ
う

を

狙
っ
て
い
る
ク
モ
は
、
小
さ
な
川
な
ど
で
木
が
茂し
げ

っ
て
い
る
場
所
に
巣
を
張
っ
て
い
る
ク

モ
の
こ
と
で
す
。
そ
の
ク
モ
が
狙
う
昆
虫
は
、
水
辺
に
生
息
し
て
い
る
昆
虫
や
、
小
川
の

流
れ
に
沿そ

っ
て
飛
ん
で
い
る
昆
虫
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
八　

Ｂ
１ 

比
較 
具
体
・
抽
象

　
　

ア
は
「
ク
モ
を
採
集
す
る
に
は
、
ど
の
辺
に
い
つ
頃
、
ク
モ
が
い
る
の
か
に
つ
い
て
の

知ち

識し
き

が
必ひ
つ

要よ
う

」
だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ク
モ
の
話
に
つ
い
て
い
け
て
も
、
ク
モ
に
関
心

が
な
け
れ
ば
い
つ
頃
、
ど
こ
に
い
る
の
か
な
ど
を
覚
え
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
ク

モ
が
い
つ
頃
、
ど
こ
に
い
る
の
か
と
い
う
知
識
が
な
い
の
で
、
×
に
な
り
ま
す
。

　
　

オ
は
、
第
五
段
落
に
「
巣
が
密み
っ

集し
ゅ
う

し
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
モ
は
何
と
か
昆
虫
を

捕
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
×
に
な
り
ま
す
。
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小学3年  思考力テスト ── 解答と解説

1
（1）

21

（4）

28

2

29 30

晴

下 気

国

計

日 間

当

（1）① （1）②

2

（配点）
1

3 4

　⑴⑵⑶……各５点
　⑷、　⑴……各６点
　⑵……12点
　、　……各７点
計100点

1 2

32（完答）

3

4

① ②

（1）

左 右

33（完答）

（2）

左 右

（1） （2）

34 35 36

まい まい まい

10

40

31

（2）

70

30

60

20

80

50

（2）

22 23 24

ウア イ

（3）

25 26 27

カエ オ

イ

エ

すゆ しぅこ らせおそとぁぅ

かまど ぼーりんぐ こーひーぎゅうにゅう

4 1 5 3 2

4

16 10 33

2 1 3 5天 時

覚 え た い 漢 字 を 文 章 を 書 く と き に

使 う よ う に し ま す 。 じ っ さ い に 使

っ て み る こ と で 、 使 い 方 や 意 味 を

た し か め る こ と が で き 、 覚 え た 漢

字 を わ す れ に く い と 思 う か ら で す。

〔例〕
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1
（1）

21

（4）

28

2

29 30

晴

下 気

国

計

日 間

当

（1）① （1）②

2

（配点）
1

3 4

　⑴⑵⑶……各５点
　⑷、　⑴……各６点
　⑵……12点
　、　……各７点
計100点

1 2

32（完答）

3

4

① ②

（1）

左 右

33（完答）

（2）

左 右

（1） （2）

34 35 36

まい まい まい

10

40

31

（2）

70

30

60

20

80

50

（2）

22 23 24

ウア イ

（3）

25 26 27

カエ オ

イ

エ

すゆ しぅこ らせおそとぁぅ

かまど ぼーりんぐ こーひーぎゅうにゅう

4 1 5 3 2

4

16 10 33

2 1 3 5天 時

覚 え た い 漢 字 を 文 章 を 書 く と き に

使 う よ う に し ま す 。 じ っ さ い に 使

っ て み る こ と で 、 使 い 方 や 意 味 を

た し か め る こ と が で き 、 覚 え た 漢

字 を わ す れ に く い と 思 う か ら で す。

〔例〕
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【解　説】

1　暗
あん

号
ごう

に関
かん

する問
もん

題
だい

⑴　 B1  情報を獲得する  置き換え

表
ひょう

１を用いて、きそくにしたがって「すいか」を置
お

きかえると「たおけ」となります。

⑵　 B1  情報を獲得する  置き換え

表１と表３を用いて、きそくにしたがって置きかえます。そのとき、「ー」→「ぅ」となることなどに気をつ

けましょう。

ア「こめ（米）」を置きかえると「すゆ」になります。

イ「けーき（ケーキ）」を置きかえると「しぅこ」になります。

ウ「やさいしちゅー（野
や

菜
さい

シチュー）」を置きかえると「らせおそとぁぅ」になります。

⑶　 B1  情報を獲得する  置き換え

今
こん

度
ど

は、きそくにしたがって、置きかえたものをもとにもどします。つまり、表１～表３を見ながら、３つ前

にある文字に置きかえることになります。

エ「けめぶ」をもとにもどすと「かまど」になります。

オ「ぷぅろうざ」をもとにもどすと「ぼーりんぐ（ボーリング）」になります。

カ「すぅほぅごぁかのぁか」をもとにもどすと「こーひーぎゅうにゅう（コーヒー牛乳）」になります。

⑷　 B2  置き換え  推論

⑶と同じように、置きかえたものをもとにもどします。まさお君
くん

の11月26日の日記から、「きょうは、おひる

にはんばーぐをたべた。おいしかった。」となります。

ちなみに、11月27日の日記をもとにもどすと「きょうは、いちにちあめだった。」、11月28日の日記をもと

にもどすと「おねえちゃんからぼーるぺんをもらった。」になります。

2　漢
かん

字
じ

に関する問題

⑴　 B1  情報を獲得する  知識  調べる

①　�あてはまる漢字は「１年生、２年生で学んだ漢字の表
ひょう

」の「小学

校１年生で学習する漢字」から選
えら

び、じゅく語はやじるしの方
ほう

向
こう

に読む点に注
ちゅう

意
い

します。

　　すると、　　には「天」があてはまることがわかります。

　　このとき、できるじゅく語は、「晴天」「天下」「天国」「天気」です。

　　②　�「小学校２年生で学習する漢字」から選ぶことに注意します。する

と、　　には「時」があてはまることがわかります。このとき、

できるじゅく語は、「時計」「日時」「当時」「時間」です。

晴

天 下 気

国

計

時日 間

当
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⑵　� C1  理由  推論  具体・抽象

あなたが漢字を覚
おぼ

えるときにしている工
く

夫
ふう

、その工夫のよい点を書きます。たとえば、学んだ漢字を毎日使
つか

っ

てみることが挙
あ

げられます。実
じっ

際
さい

に漢字を使うと、その使い方や意
い

味
み

もよく理
り

解
かい

できるので、覚えた漢字をわ

すれにくいと言えます。また、よく目につく所
ところ

に、覚えたい漢字を書いた紙をはっておくことも１つの方
ほう

法
ほう

です。

漢字を目にする機
き

会
かい

をふやすことで、覚えたい漢字が頭に残
のこ

りやすいと言えます。他にもさまざまな方法が考

えられます。あなたはどのような工夫をしていますか。その工夫のよい点を考えながら、ふり返ってみましょう。

この問題では、①漢字を覚えるときにする工夫が書かれているかどうか、②①の工夫のよい点が書かれている

かどうか、③①～②に過
か

不
ふ

足
そく

がなく、文
ぶん

章
しょう

の整
せい

合
ごう

性
せい

に誤
あやま

りがないかどうか、④ます目の使い方が正しいかどうか、

⑤表
ひょう

現
げん

や表記に誤りがないか、⑥字数制
せい

限
げん

を満
み

たしているかどうかを中心に見ています（ただし、40字以上

60字未
み

満
まん

の解答については、①～③のみ採
さい

点
てん

対
たい

象
しょう

とし、④～⑥は採点対象としません。また、40字に満たな

い解答は①～⑥全て採点対象としません）。

3　数を推
すい

理
り

する問題

⑴　 B1  情報を獲得する  調べる  順序立てて筋道をとらえる

カードを左からＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅとして考えます。

・ヒント②より、Ｃは5とわかり、「Ａ、Ｂ、5、Ｄ、Ｅ」となります。

・ヒント③より、Ｄは3とわかり、「Ａ、Ｂ、5、3、Ｅ」となります。

・�ヒント①、②より、1は4と5の間にあるので、Ａが4、Ｂが1とわかり、「4、1、5、3、E」となります。

残ったＥは2となるので、カードのならび順
じゅん

は左から4、1、5、3、2となります。

⑵　 B2  情報を獲得する  調べる  順序立てて筋道をとらえる  特定の状況を仮定する

同じようにカードを左からＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅとして考えます。

・ヒント①より、Ｃは1とわかります。

・ヒント③より、Ｂは2とわかります。

ここまでで、カードのならび順は左から「Ａ、2、1、Ｄ、Ｅ」となります。

ヒント②より、3がＡ、Ｄ、Ｅのどこになるかを考えます。

・Ａが3の場合

「3、2、1、Ｄ、Ｅ」となり、3より左にあるカードが１まいもありません。ですから、Ａは3ではあり

ません。

・Ｄが3の場合

「Ａ、2、1、3、Ｅ」となり、７－２－１＝４から、Ａが4とわかります。このとき、残ったＥは5とな

ります。

・Ｅが3の場合

「Ａ、2、1、Ｄ、3」となり、3より左にあるカードの数字の合計が、１＋２＋４＋５＝12と、７より大

きくなってしまいます。そのため、Ｅは3ではありません。

これらのことから、Ｄは3、Ａは4、Ｅは5とわかるので、カードのならび順は左から4、2、1、3、5と

なります。
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4　整
せい

理
り

してかぞえる問題

⑴　 B1  情報を獲得する  再現する

問題の図１には全
ぜん

部
ぶ

で７まい（＝１＋６）のタイルがあります。

右の図で、太い線より下にあるタイルが図１よりふえたところです。

問題の図２には図１より、黒のタイルは２まい多くあります。

その黒のタイルのまわりにあるふえた白のタイルをかぞえると、白の

タイルは図１より４＋３＝７（まい）多いことがわかります。

ですから、全部で７＋２＋７＝16（まい）です。

⑵　 B2  情報を獲得する  特徴的な部分に注目する  特定の状況を仮定する

①　�黒のタイルは、図１では１まい、図１から図２では２まいふえ、図２から図３では３まいふえているので、

図３から図４では４まいふえると考えられます。ですから、図４には黒のタイルは１＋２＋３＋４＝10（ま

い）ならびます。

②　問題の図３には図２より、黒のタイルは３まい多くあります。

　　�その黒のタイルのまわりにあるふえた白いタイルをかぞえると、次の図のように白のタイルは図２より�

４＋２＋３＝９（まい）多いことがわかります。

　　�図２の白のタイルは６＋７＝13（まい）なので、図３の白のタイルは13＋９＝22（まい）です。図４に

は図３より、黒のタイルは４まい多くあります。その

黒のタイルのまわりにあるふえる白のタイルのまい数

は、４＋２＋２＋３＝11（まい）とわかります。

　　�ですから、図４には白のタイルは22＋11＝33（まい）

ならびます。

4まい 3まい

図 1

4まい 2まい

図 2

3まい

図４
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