
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

にて解答速報即日公開！
01/21(金) 杏林 , 01/22(土) 東邦 , 01/25(火) 愛知医 , 01/26(水) 順天堂 , 01/27(木) 日医 , 01/28(金) 昭和 I 期
01/31(月) 女子医 , 02/01(火) 聖マリ , 02/02(水) 東海 1日目 , 02/03(木) 東海 2日目 , 02/05(土) 東医 , 
02/06(日) 慈恵 , 02/08(火) 日大 , 02/21(月) 慶應 , 03/05(土) 昭和 II 期

 
分割入試以来、毎年この講座から3～5名の合格者を出し続けてきました。 
昭和 II プレ講座 02/09（水）～02/27（日） 9:00～22:20 
昭和 II 直前講座 02/26（土）～03/05（土） 9:00～22:20 

共に『昭和 II 臨戦模試』（02/26・02/27）を含みます。 
今年の医学部一次試験が終わったその瞬間から次の入試が始まっています。 

02/09（水）開講『アムス・プレ春期講習』は、日本で唯一の〝入試の 12 ヶ月前から
始める医学部受験対策〟です。※03/15（火）からは一般的な春期講習が開講します。 
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� �
英語講評� �� �
難易度：例年並　分量：変化なし　合格ライン：85%以上
昨日の第 1日目とほぼ同じ形式であり、難易度もほぼ同じ。長文や文法問題は基本的なものばかりでケ
アレスミスが命取りになる。また、記述問題も出来不出来が大きく差がつく可能性があるため、記述対策
をしっかり積んできたかどうかが合否の分かれ目となるだろう。この点で AMS生は有利だったはず。昨
日同様、85%以上は欲しい。� �

1 　長文総合（内容把握、空所補充、下線部言い換え）

問 1 ウ【2¶の 1文目後半。】
問 2 ウ【4¶の 1文目後半と 2文目の内容を合わせて考える。】
問 3 エ【6¶の 2文目。“hands”に引用符がついているのは、「本当の手」ではなくて「まるで手のような」と

いう意味を表している。】
問 4 ア【7¶の 2文目の後半に “not nearly as flexible and athletic as human legs”とあるが、（補語の位置にあ

る）主観的な形容詞は必ず「筆者の判断の具体化・理由説明」が続く。後続の文に、平地や階段は大丈
夫だが凸凹道は歩けない、とある。】

問 5 イ【本文最終文にある have yet toV「まだ toVしていない」「（まだ）これから toVしなければならない」
から読み取る。】

問 6 ウ【動詞の coinはよく入試で問われる。】
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問 7 ア【prosthetic hand (arm)で「義手」となる。医学の分野でよく用いられる。直後の SmartHand に引き
ずられて intelligentを選びたくもなるが、自動筆記をしてくれるわけではないので相応しくない。】

問 8 ウ【themの指示内容はこの 1文の中では一貫しているはずで、コロン（：）の直前の objectsとなる。
コロンの用法は《具体例の提示》であり、コロン以降が “to manipulate objects”の具体化であることか
ら読み取れる。】

問 9 イ【7¶の 1文目の前半は、直前までに述べられている「ロボット工学のこれまでの素晴らしい進歩」に
ついてだが、主節は「いまだに抱えている困難」について言及していて、このパラグラフの主題は二足
歩行の難点である。空所 Aに入るべき接続詞は、逆の内容を結びつける《対照の while》が相応しい。】

問 10 エ【2¶の最終文には industries (factories), hospitals, laboratoriesと紹介されている。ロボット工学の法
的な利用については本文にはない。】

問 11 イ【文章全体を通してロボット工学の機能的な面や金銭的な面（2¶の 2文目）については言及がある
が、感情を持つことが出来るかどうかについての言及はない。】

問 12 エ【タイトル決めは、最終パラグラフから最初のパラグラフにつなげて読んで考えるとわかりやすい。】

2 　文法空所補充

1. エ　 2. ウ 3. イ 4. ア 5. エ
6. ア　 7. ウ 8. ア 9. イ 10. ウ

【解説】1日目の問題よりもやや難しい問題が含まれている。2.の “across from”は《前置詞がダブっ
ている》表現となっていることから、やや珍しい。across the road fromの短縮形として用いられる。7.
英語の by/to ＋日付という表現は、「その日を含むかどうか」が微妙なことがあり、それを避けるため
に、“on or before日付”という表現が用いられている。「7歳以上」を示すのに age 7 and overと書くの
と似たような発想といえる。

3 　熟語言い換え

1. ア 2. エ 3. イ 4. イ 5. ウ
6. ア 7. エ 8. イ 9. ウ 10. エ

【解説】昨日の解説にも書いたように、下線部言い換え問題は空所補充のように考えるのが、とくに難
度が高めの問題を正解するポイント。また、下線部以外の部分にヒントが含まれていることにも注目し
たい。

( page 2 of 4 )
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4 　会話問題／状況把握

1. ア　 2. ウ　 3. イ
4. エ　 5. ア　 6. ウ　 7. エ

【解説】1問目の銀行での会話は、男性は尋ねている時点ではまだ「整理券」を手にしていない。前月
にも同じ送金作業をしているというのによく分かっていないのはどうかとも思うが、きっと前回は昼休
みには来なかったのだろう、と解釈するべきなのかもしれない。2問目では、ケンが何を重視して携帯
電話を購入しているかを与えられた会話から断定するのはやや冒険になるが、「先月よりも大幅値下げ
だった」「旧機種でもかまわない」ということから、値段重視だったと考えられる。

5 　文整序

問 1ウ　問 2ア　問 3イ

【解説】今回は、迷うことのほぼない簡単な文整序だった。問 1 では 3. の “three stages” が “First”
“Then” “Eventually”に対応し、また、her eggs→ the eggや a nymph→ the nymphという《既出の情報
を示す定冠詞 the》を追うことで確定する。問 2では 1と 4の “the doorman”の位置に注意する。ホテ
ルにドアマンがいるのは常識なのでどちらでも theがついているわけだが、1では a hotelを含む文頭副
詞が前置きと使われており、the doormanは《新情報》に相当する。あとは、ホテルに入っていく流れ
に沿えばよい。問 3は 4の Afterで一瞬迷うが、選択肢から 2か 4かで全体が始まることから、2の文
頭副詞に含まれる “their orders”が 4の後半の “the order”に対応することを考えて 4→ 2が最初に確定
する。

6 　図表読み取り

(1)エ　 (2)イ　 (3)ア　 (4)エ

【解説】2/2の 1日目の入試と同じく、2つのグラフ（表）を見て解答する問題。標準アクセントと地
域アクセント（つまり方言）の英語の聞き取りやすさを、外国人の英語学習者（non-native students of
English）にアンケート調査した結果についての文章である。regional accentとして挙げられたアメリカ
南部（the Southern United States）はよく「南部訛り（Southern accentまたは Southern drawlという）」
として言及されることが多く、農業地域なので日本では「東北弁」のイメージとかぶる。また、イギリ
スのWest Countryのアクセントは、映画 the Pirates of the Caribbeanの海賊たちの言葉に聞くことがで
きる。

( page 3 of 4 )
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7 　英文和訳

年齢の近い子どもたちが共通に示す性格は確かにあるが、かれらはまた異なった活動を楽しむ個別の個
人でもある。たとえば、(1)ある子どもは論理的分析や数理的分析の分野で格別の長所を示すこともある
一方で、別の子どもは芸術的表現への興味を示すことがある。またさらに別の子ども文章を書くといっ
た言語的側面に敏感かもしれない。したがって、(2)子どもの知性を評価する際には、こうした個々の違
いを真剣に考慮することが必要だと多くの心理学者たちは主張している。

【解説】(1)“may”を「かもしれない」と訳すのは間違いとは言えないが、《現実的可能性》を示す may
「～ということもある」と訳した方が文意が通じるだろう。英文では show strengths – exhibit interestsと
別の表現を用いているが、日本語ではどちらも「～を示す」となってしまってもしょうがない。
(2) assess「評価する」は「環境アセスメント」という言葉からも知っておかなければならない重要単語。
take O into consideration「Ｏを考慮に入れる」は基本熟語だが、今回はこれに seriousという形容詞が
かかっている。take O into serious consideration = consider O seriouslyと考えて、「真剣・に」と訳すこと
に注意したい。

8 　和文英訳

(1) To take in natural food means to eat something as close as possible to what is made in nature.
Taking in organic food means eating food that is as similar as possible to what nature produces.

(2) Generally speaking, organic farm produce may cost you more, but it will eventually let you lead a healthier
life.
Organic produce is more expensive in general, but you can live a healthier life in the end.

【解説】(1)「自然食品」は natural foodまたは organic foodで表現できる。日本文では「とる」「食する」
と 2種類の表現を使っているので、訳し分けられればよいが、必ずしもそれは必須ではない。「できる
だけ」as ... as possibleや「SVするもの」を whatSVを用いて訳すことなどは、英作文の基本表現に入
るだろう。なお、「自然食品をとること」「食すること」はここでは一般論を表しているので、thatSVを
用いて表現することはできない。また、動詞として meansを使えるかどうかで、書きやすさはかなり変
わる。
(2)「一般的には」「結果的には」はいずれも頻出表現。前半の「高くつく」は単純形でもよいが、人工
的な食品との対比で考えているので、後半に合わせて前半も比較級を用いて表現するのがよいだろう。
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