
ユーノ君が書いたスヌン過去問の解説〔日本語１〕 

〔平成２５年（２０１３年）１１月に行われた本試験(解説した範囲：16~30)〕 

問題１６． 

(b)より(a)が後です。 

なぜというなら、(b)の地蔵さんは雪をかぶっていたまま、笠（かさ）をかぶらなかった反面 

(a)の地蔵さんはかさをおじいさんからもらって、それをかぶっていたからです。 

一際（ひときわ）,(c)は(b) の前にあった事件です。 

その理由は、笠（かさ）を売りにいって、誰もその笠（かさ）を買わなかった。 

だからそのことがあってから笠（かさ）を地蔵さんたちに被せられたことが推測できる。 

(d)は お爺（じい）さんがじぞうさんに笠を被せて生（しょう）じた事件だ。 

｛問題が解決された：お爺（じい）さんの願（ねが）いが叶った。→物語の終わり｝ 

問題１７． 

１番。そばが細（ほそ）くて長いです。人に対しては、そのように言ったことが見つからない。 

２番。そばはほそくて長いですが、その程度によるおいしさの区別がつけるかどうかは 

テキストの内容だけで知らない。 

３番。引っ越した時の‘近くの人に’そばをプレゼントする。 

４番。年の‘終わり’の日にたいていそばを食べます。 

５番。正解。（そばは細くて長いことから、長く元気に暮らすという意味があります。） 

 

問題１８． 

案内のメッサジ：危（あぶ）ないから開くドアに注意してください。 

 正解は５番。けがをするかもしれません。 

問題１９． 

韓国語で‘a~dの文章を翻訳すれば ‘a~d の文章の中でいずれにしてもかまいません’と 

思って答えを選ぶ時にちょっと困る気がするかもしれません。 

だけど相手の明確な意思を確認することを大切にする日本人には 主に‘b、d’みたい言います。 

 



問題２０． 

まず正解は２番です。 

‘はず’は  当然そうなるべき道理であることを示します。 

けれども、 副助詞の ‘だけ’には、‘～はず’がします意味をよく示せないです。 

傍らテキストの物語の筋道により正誤を判別すると、 

テキストのB君が かばんの中で携帯電話を置いてたことが明確だ。 

もし、B君がケータイを友たちにかばんから出して、 

それを友達に貸してくれた時ならかばんの中には自分のケータイがないことが当然だ。 

（ただし、B君はケータイを１個しか持っていないと仮定する。） 

 でもテキストで提示された状況とはそれとぜんぜん関係ありませんです。 

問題２１． 

＊スヌンの読み取り分野の問題は主客を巧妙に騙す選択肢が本当に多いですね。 

 もちろん、だいてい簡単な単語で書いたテキストから難しがることではありません。 

 でも、満点のためには、急に問題を解く習慣はちょつと矯正する必要があります。 

  （どうせ、皆さんはうとうとしなきゃ時間を持て余すから～ ハハ） 

  １番。（他人へ）ベッドを‘売ってください’  → 私はベッドが買いたい！ 

  ２番。（依頼者が居場所から）近くなら取りに行きます。 

  ３番。夜８時まで働いていますから 

  ４番。正解 

根拠（こんきょ）：「値段（ねだん）は五千円ぐらい考えています。」    

  ５番。９時過（す）ぎにお電話ください。 

問題２２．ちゃんと覚えましょう。 

     日本語として正しいのは ‘（きっと）うまく いきます’だけです。 

     a,bはこんな場合には 韓国人の表現に過ぎない。 

     でも、次の状況なら使える。  

     ´この問題の回答が違います。-aに関して‘ 

     ´こもミルクを飲むとあたまが良くなるよ‘-bに関して  

http://kotobank.jp/word/%E9%81%93%E7%90%86


問題２３． 

 

それゆえに、 正解は六日（むいか）（３番）になります。  

問題２４ 大事な（大切な）ことはたいへんな場合と区別しなさい。 

     性格が明確に違う言葉は３番で、 

こんな状況ならかおりちゃんがそのように反応するわけがないです。    

問題２５．１番から４番までは '食べ（飲み）ものを選んでください。’の意味がありますが、  

     ５番は疑問文では提示した場合では合えません。 

問題２６． 

まず、正解は５番です。内容と文のけいしきを考えれば、 

ブランクＢによくあえるのが‘～らしい’だけが入れます。 

p.s.)Aは助動詞として不確かな推測を、 Bは 接尾語として ’～답다.’の意味を示す。 



問題２７．「動詞の連用形（ます形）」＋ながら 

      例）風の音を聞きながら歩きます。 （聞きます →聞きながら） 

        アニメを見ながら勉強します。  「見ます→見ながら」 

   従って、   

本を読みながら足をあげる。 

  音楽を聞きながらさんぽをする。 

(a) は ‘み’  

(b) は ‘き’になる。 

故に＜み＞と＜と＞を適切に組み合わせると 単語 ＜君（きみ）＞が作られる。 

問題２８． 

  ２番を‘辞書をお持ちになってくれませんか’で改めると正しい文章になる。 

（３番を参照してください。） 

  ５番。「伺（うかが）う」は  

「聞く」、「問う」、「尋（たず）ねる」、「訪（おとず）れる」、 

「訪問（ほうもん）する」の謙譲語であります。 

問題２９。 

（a） 朴さんは親切でまじめな人です。 

＊断定の助動詞「だ」の連用形に使う「で」は助動詞として使えた形態である。 

(b)できれば毎日走ろうと思っている。 

 口語で五段活用の自動詞になる‘走る’は、 

他の人に自分の思ったことを他の人に勧誘する時には 

ｒ＋u -> r + ou で語尾（ごび）が変われる。 

(c) 今日はあまり元気なさそうですね。 

‘無い’は形容詞だから  

その語幹に「さ」をつけて「..であること」を表す名詞が作られる。 

 

 



問題３０。助詞の用法 

a) 部屋は駅（で→から）近ければ近いほどいいです。（X） 

韓国語の<~에서>に対応できるけど＜～で＞を使えない場合もあります。 

ここで ‘で’を用いることができない訳（わけ）は、 

駅で動作または作用が駅で行われたことを变述したことがないからです、 

b) インタネットで調べてみたらどうですか。（O） 

 ‘～たら’は 不確かな気持ちを提示するのに用いる。だから 正しいこと。   

c) 小さい時に父に死なれてせいかつが大変だった。（O） 

 韓国語では 自動詞から受動態を作ることができないですが、 

    日本語の間接受動は、自動詞から受動態を作ることができます。 

 

みんな～！お疲れさまでした。 

ユーノ君の去年分の過去問解説はここで済まします。 

みんなさん、志望校に合格する日まで頑張ってください！ 


