
「
令
和
四
年
度

一
般
入
校
試
験
（
前
期
）

国
語

問
題
用
紙
」

一

次
の
文
章
（

思
考
の
整
理
学
』
外
山
滋
比
古
）
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

『

学
校
教
育
で
は
、
ど
う
い
う
も
の
か
、
こ
と
わ
ざ
を
バ
カ
に
す
る
。
こ
と
わ
ざ
を
使
う
と
、
イ
ン
テ
リ
で
は
な
い
よ

。

、

、

。

う
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

し
か
し

Ａ

で
苦
労
し
て
い
る
人
た
ち
は

こ
と
わ
ざ
に
つ
い
て
の
関
心
が
大
き
い

現
実
の
理
解
、
判
断
の
基
準
と
し
て
有
益
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
の
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
も
、
こ
と
わ
ざ
を
援
用
す
る
と
、
１
簡
単
に
処
理
で
き
る
問
題
も
少
な
く
な
い
。

現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
の
は
、
２
具
体
的
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
一
つ
特
殊
な
形
を
し
て
い
る
か
ら
、
分
類
が

困
難
で
あ
る
。
こ
れ
を
パ
タ
ー
ン
に
し
て
、
一
般
化
、
記
号
化
し
た
の
が
こ
と
わ
ざ
で
あ
る
。
Ａ
と
い
う
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
の
腰
が
落
ち
着
か
ず
、
次
々
勤
め
を
変
え
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
一
般
、
さ
ら
に
は
、
人
間
と

、

。

い
う
も
の
に
そ
う
い
う
習
性
が
あ
っ
て

そ
の
害
が
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
思
い
至
る
の
は
無
理
だ
ろ
う

こ
れ
に
”
３
転
が
る
石
は
コ
ケ
を
つ
け
な
い
”
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
か
ぶ
せ
る
と
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
Ａ
も
人
間
の
習

性
に
よ
っ
て
行
動
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
別
に
珍
し
く
も
な
い
、
と
な
る
。

具
体
例
を
抽
象
化
し
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
固
定
化
し
た
の
が
、
こ
と
わ
ざ
の
世
界
で
あ
る
。
庶
民
の
知
恵
で
あ
る
。

古
く
か
ら
、
ど
こ
の
国
に
お
い
て
も
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
の
は
、
文
字
を
用
い
な
い
時
代
か
ら
、

人
間
の
思
考
の
整
理
法
は
進
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

個
人
の
考
え
を
ま
と
め
、
整
理
す
る
に
当
た
っ
て
も
、
人
類
が
歴
史
の
上
で
４
行
っ
て
き
た
、
こ
と
わ
ざ
の
創
出
が

参
考
に
な
る
。
個
々
の
経
験
、
考
え
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
記
録
、
保
存
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
煩
雑
に
た
え
ら
れ

な
い
。
５
片
端
か
ら
消
え
て
し
ま
い
、
後
に
残
ら
な
い
。

一
般
化
し
て
、
な
る
べ
く
、
普
遍
性
の
高
い
形
に
ま
と
め
て
お
く
と
、
同
類
の
も
の
が
、
あ
と
あ
と
そ
の
形
と
照
応

し
、
そ
の
形
式
を
強
化
し
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
、
６
自
分
だ
け
の
”
こ
と
わ
ざ
”
の
よ
う
な
も
の
を
こ
し
ら
え
て
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
自
己
の
経
験
と
知
見
、
思
考
を
統
率
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
生
ま
れ
る
”
こ
と
わ
ざ
”
が
相
互

に
関
連
性
を
持
つ
と
き
、
そ
の
人
の
思
考
は
体
系
を
作
る
方
向
に
進
む
。

そ
の
た
め
に
は
、
関
心
、
興
味
の
核
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。
そ
の
核
に
凝
集
す
る
具
体
的
事
象
、
経
験
を
一
般
的
命

、

。

、

、

題
へ
昇
華
し
て

自
分
だ
け
の
こ
と
わ
ざ
の
世
界
を
作
り
上
げ
る

こ
の
よ
う
に
す
れ
ば

本
を
読
ま
な
い
人
間
で
も

７
思
考
の
体
系
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

問
一

空
欄
Ａ
に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

金
銭

イ

知
識

ウ

学
問

エ

実
生
活

問
二

傍
線
１
の
「
処
理
で
き
る
」
と
は
ど
う
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
、
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
一
五
字
以
内
で

答
え
な
さ
い
。

問
三

傍
線
２
「
具
体
」
の
反
対
語
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
四

傍
線
３
「
転
が
る
石
は
コ
ケ
を
つ
け
な
い
」
と
反
対
の
意
味
を
持
つ
こ
と
わ
ざ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次

の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

泥
棒
を
捕
ら
え
て
縄
を
な
う

イ

石
の
上
に
も
三
年

ウ

船
頭
多
く
し
て
船
山
を
上
る

エ

馬
の
耳
に
念
仏



問
五

傍
線
４
「
行
」
の
こ
こ
で
の
読
み
を
答
え
な
さ
い

。。

問
六

傍
線
５
「
片
端
か
ら
消
え
て
し
ま
い
、
後
に
残
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を

次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

煩
雑
な
個
々
の
経
験
や
考
え
た
こ
と
は
、
そ
の
時
々
で
変
化
し
て
い
く
の
で
記
憶
で
き
な
い
か
ら
。

イ

煩
雑
な
個
々
の
経
験
や
考
え
た
こ
と
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
記
録
し
、
保
存
で
き
な
い
か
ら
。

ウ

煩
雑
な
個
々
の
経
験
や
考
え
た
こ
と
は
同
類
の
も
の
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。

エ

煩
雑
な
個
々
の
経
験
や
考
え
た
こ
と
は
知
識
と
し
て
普
遍
性
を
獲
得
で
き
な
い
か
ら
。

問
七

傍
線
６
「
自
分
だ
け
の
”
こ
と
わ
ざ
”
の
よ
う
な
も
の
」
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

い
く
つ
も
の
煩
雑
な
経
験
や
考
え
方
を
自
分
だ
け
に
解
る
よ
う
に
一
般
化
し
た
も
の
。

イ

自
分
の
煩
雑
な
経
験
や
考
え
方
を
誰
に
で
も
説
明
し
や
す
い
よ
う
に
一
般
化
し
た
も
の
。

ウ

同
類
の
も
の
と
照
応
で
き
る
よ
う
に
、
自
分
の
経
験
や
考
え
方
を
普
遍
的
な
形
に
一
般
化
し
た
も
の
。

エ

同
じ
よ
う
な
経
験
や
考
え
方
を
記
憶
し
や
す
い
よ
う
に
整
理
し
た
も
の
。

問
八

傍
線
７
「
思
考
の
体
系
を
作
り
上
げ
る
」
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
う
な
る
の
か
、
そ
れ
に
当
た
る
最
も
適

当
な
箇
所
を
本
文
中
か
ら
二
〇
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
九

筆
者
の
主
張
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

人
間
の
知
恵
で
あ
る
こ
と
わ
ざ
を
用
い
て
こ
そ
問
題
解
決
が
図
ら
れ
る
。

イ

こ
と
わ
ざ
を
覚
え
な
け
れ
ば
現
実
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

ウ

経
験
に
よ
っ
て
自
ら
の
思
考
の
体
系
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

エ

こ
と
わ
ざ
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
優
れ
た
思
考
が
可
能
と
な
っ
て
い
く
。

二

次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
後
の
語
群
の
中
の
語
を
使
っ
て
、
漢
字
で
記
し
な
さ
い
。

１

（

）
も
な
く
大
き
な
絵
。

２

驚
き
の
（

）
を
漏
ら
す
。

３

彼
の
言
葉
に
（

）
が
痛
む
。

４

し
き
り
に
（

）
を
か
し
げ
る
。

５

三
々
（

）
集
ま
る
。

６

（

）
尽
蔵
の
資
源
。

ご
ご

こ
え

む

と
ほ
う

む
ね

く
び

三

次
の
文
の
傍
線
部
分
の
漢
字
の
読
み
を
答
え
な
さ
い
。

１

乾
杯
の
音
頭
を
と
る
。

２

面
目
を
施
す
。

３

七
夕
祭
り
を
見
に
行
く
。

４

天
然
記
念
物
を
保
護
す
る
。

５

今
朝
早
く
散
歩
し
た
。



「
令
和
四
年
度
一
般
入
校
試
験
（
前
期
）

国
語

解
答
用
紙
」

受
検
番
号

氏
名

一
問
一

問
二

問
三

問
四

問
五

問
六

問
七

問
八

問
九

二
１

２

３

４

５

６

三
１

２

３

４

５



令和４年度一般入校試験（前期） 

        数 学 Ⅰ 問 題 用 紙 

１ 次を計算せよ。 
(1) (√3− 1)2 ＝ 
 

(2) √
＋ √ = 

 
2 次の方程式を解け。 

(1)  x２－5x＋6 =0 
 

(2)  2x２－x－6 =0 
 
 
3 ２次関数 y=x２＋4x＋3 のグラフ（放物線）について次の問いに答えよ。 

(1)  この放物線と y 軸との交点の座標を求めよ。 
 
(2)  この放物線と x 軸との交点の座標を求めよ。 

 
(3)  この放物線の頂点の座標を求めよ。 

 
 
 

4 △ABC において AB＝√6 ，∠ABC＝45°，∠BAC=75°であるとき次の問いに答えよ。 
                     (1) 点 A から辺 BC に垂線を下ろしその足を H とするとき 
           A           垂線 AH の長さを求めよ。 
           
 
                     (2)  線分 BH の長さを求めよ。 
                     
                     
 
  B         H     C   (3) 辺 AC の長さを求めよ。 
 
 
                     (4)  線分 HC の長さを求めよ。 
 
 (5) △ABC の面積を求めよ。 
 
 
 



５ 以下は 2020 年前橋市の月ごとの平均気温と，そのデータを箱ひげ図で表したものである。 
                         （気象庁 Web ページ「過去の気象データ」より） 

月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

℃  6.1   6.6   9.6  12.1  19.5  23.5  24.0  29.5  24.0  16.6  12.3   6.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
   ０      ５ ①  ② 10   ③15     20    ④ 25    ⑤30 
 
このデータの①最小値 ②第１四分位数 ③第 2 四分位数(中央値) ④第 3 四分位数 ⑤最大値を求めよ。 



令和 4 年度一般入校試験（前期） 

        数 学 Ⅰ 解 答 用 紙 

   
受験番号     氏  名  得 点 
   

 
 
１                           2 

(1)  
 

(2)  
 

 
 
3 

(1)  y 軸との交点の座標  (  ， ) 

(2)  x 軸との交点の座標  (  ， )，(  ， ) 

(3)  頂点の座標   (  ， ) 

 
4 

(1)  AH= 
 

(2)  BH= 
 

(3)  AC= 
 

(4)  HC= 
 

(5)  △ABC= 
 

 
５ 

①最小値          (℃) 
②第１四分位数       (℃) 
③第 2 四分位数       (℃) 
④第 3 四分位数       (℃) 
⑤最大値          (℃) 

 

(1)  
 

(2)  
 


