
こ ん か い た いしょう ず け い り よ う かんが も ん だ い ぜ ん か い

今回は、対称な図形を利用して考える問題（その２）です。前回
づ け と あ か わ さ き し り つ か わ さ き こ う こ う ふ ぞ くちゅう も ん だ い か い せ つ

（７月２６日付）取り上げた川崎市立川崎高校附属中の問題を解説し

ます。
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ご う ど う さ ん か く け い つ ぎ

問題１ 合同な三角形は、次の３つのう

ち１つがわかればかくことができます。
へ ん な が りょう か く お お

・１つの辺の長さとその両はしの角の大きさ
へ ん な が あいだ か く お お

・２つの辺の長さとその間の角の大きさ
へ ん な が

・３つの辺の長さ
さ ん か く け い さ ん か く け い た い お う

そこで、【図２－２】の三角形ＡＥＤと三角形ＢＥＣの対応する
か く お お へ ん な が し ら せ い ほ う け い

角の大きさと辺の長さを調べます。まず、正方形ＡＢＣＤの４つの
か く ちょっか く か く か く お お ちょっか く

角は直角ですので、角Ｃと角Ｄの大きさもそれぞれ直角です。また、
か べ ま な か て ん は な た ま あ へ ん

壁ＣＤの真ん中の点ＥにＡから放った玉を当てていますので、辺Ｄ
へ ん な が ひ と せ い し つ

Ｅと辺ＣＥの長さは等しくなります。さらに、【図１】の性質より、
た ま か べ か く ど お な か く

玉が壁にぶつかるとき、アとイの角度が同じになることから、角Ｅ
お お ひ と い じょう へ ん な が

の大きさがそれぞれ等しくなります。以上から、１つの辺の長
りょう か く お お ひ と

さとその両はしの角の大きさが等し
さ ん か く け い さ ん か く け い

くなり、三角形ＡＥＤと三角形ＢＥ
ご う ど う さ ん か く け い

Ｃは合同な三角形であることがわか

ります。

に と う へ ん さ ん か く け い

問題２ 二等辺三角形が１つのときは、【図２－１】のように、
は な た ま か べ あ あ な は い つ ぎ に と う

Ａから放った玉は壁ＣＤに当たってＢの穴に入ります。次に、二等
へ ん さ ん か く け い は な た ま か べ

辺三角形が２つのときは、【図３】のように、Ａから放った玉は壁
か べ じゅん あ あ な は い に と う へ ん さ ん

ＣＤ、壁ＡＢの順に当たってＣの穴に入ります。さらに、二等辺三
か く け い は な た ま か べ

角形が３つのときは、【図４】のようにＡから放った玉は壁ＣＤ、
か べ か べ じゅん あ あ な は い に と う へ ん

壁ＡＢ、壁ＣＤの順に当たってＢの穴に入ります。つまり、二等辺
さ ん か く け い か ず ぐ う す う

三角形の数が偶数の
ば あ い は な

場合はＡから放った
た ま あ な き す う

玉はＣの穴に、奇数
ば あ い あ な た ま

の場合はＢの穴に玉
は い

が入ることがわかり

ます。

た ま と お み ち ちょくせ ん あらわ て じゅん た ま あ

問題３ 玉の通り道を直線で表す手順にしたがって、玉が当た
か べ た い せ い ほ う け い お か え は あ ず かんが ちょくせ ん

った壁に対し正方形を折り返して貼り合わせた図で考えます。直線
と お み ち へ ん ま じ た ま か べ

の通り道と辺の交わっているところが、玉が壁にぶつかるところを

あらわ か べ か い あ あ な は い

表しています。ですから壁に３回当たってＤの穴に入ることから、
へ ん か い ま じ と う た つ ちょくせ ん かんが と お

辺と３回交わってＤに到達する直線を考えると、図①のように２通
かんが

りが考えられます。
か い め か べ あ ば あ い

１回目に壁ＣＤに当てる場合
ちょくせ ん と お み ち か い め か べ

直線の通り道が１回目に壁ＣＤ
ま じ ば あ い か い め か べ

と交わる場合、２回目に壁ＢＣ、
か い め か べ ま じ か べ

３回目に壁ＡＢと交わると、壁に
か い あ た ま い

３回当ててＤに玉を入れることが

できます。
か い め か べ あ ば あ い

１回目に壁ＢＣに当てる場合
ちょくせ ん と お み ち か い め か べ ま じ ば あ い か い め か べ

直線の通り道が１回目に壁ＢＣと交わる場合、２回目に壁ＡＤ、
か い め か べ ま じ か べ か い あ た ま い

３回目に壁ＢＣと交わると、壁に３回当ててＤに玉を入れることが

できます。

た ま と お み ち ちょく

問題４ 【図７】の玉の通り道を直
せ ん あらわ た ま と お み ち ちょく

線で表した【図８】で、玉の通り道の直
せ ん い っ ぺ ん ちょっか く さ ん か く け い かんが

線を一辺とする直角三角形を考えると、
ちょっか く さ ん か く け い

図②のように直角三角形ＰＱＲができま
て い へ ん な が せ い ほ う け い

す。ここで、底辺ＰＱの長さは正方形の
い っ ぺ ん ぶ ん た か

一辺４つ分で（２×４＝）８ｍ、高さＱ
な が せ い ほ う け い い っ ぺ ん ぶ ん ちょっか く

Ｒの長さは正方形の一辺３つ分で（２×３＝）６ｍとなり、直角に
へ ん な が ひ へ ん へ ん

なる２つの辺の長さの比が、辺ＱＲ：辺ＰＱ＝６：８＝３：４とな
へ ん な が ひ ちょっか く さ ん か く け い せ い

ります。そこで、辺の長さの比が３：４：５になる直角三角形の性
し つ へ ん へ ん へ ん へ ん

質より、辺ＱＲ：辺ＰＱ：辺ＰＲ＝３：４：５となり、辺ＰＲは１０

ｍです。

た ま と お み ち ちょくせ ん あらわ て

問題５ 玉の通り道を直線で表す手
じゅん た ま あ か べ た い せ い

順にしたがって玉が当たった壁に対し正
ほ う け い お か え は あ ず かんが

方形を折り返して貼り合わせた図で考え
は な た ま な ん か い か べ あ

ます。Ａから放った玉が何回か壁に当た
あ な は い へ ん な ん か い

ってＡの穴に入ることから、辺と何回か
ま じ と う た つ ちょくせ ん かんが

交わってＡに到達する直線を考えると、
ちょくせ ん かんが ちょくせ んじょう

図③のような直線が考えられます。しかし、どの直線上にもＢ、Ｃ、
と う た つ ま え

Ｄのいずれかがあり、Ａに到達する前に、Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれかの
あ な お は な た ま あ な は い

穴に落ちてしまいますので、Ａから放った玉はＡの穴には入りませ

ん。

た ま と お

問題６ ここでも、玉の通り
み ち ちょくせ ん あらわ て じゅん

道を直線で表す手順にしたがって
た ま あ か べ た い せ い ほ う け い お

玉が当たった壁に対し正方形を折
か え は あ ず かんが

り返して貼り合わせた図で考えま
ま な か は な た ま

す。ＡＢの真ん中から放った玉が
か べ ふ く す う か い あ ま な か と お み ち

壁に複数回当たって、もとのＡＢの真ん中にもどってくる通り道は、
ば あ い かんが

たとえば図④のような場合が考えられます。
て ん と う た つ ちょくせ ん た ま と お み ち ちょく

ここで、図④のＡからＰの点に到達する直線を、玉の通り道を直
せ ん あらわ て じゅん ぎゃく た ま あ か べ せ い ほ う け い じゅん お か え

線で表す手順の逆に、玉が当たった壁で正方形を順に折り返してた

たんでいくと、図⑤のようになります。

て ん と う た つ ちょくせ ん ど う よ う た ま あ

また、図④のＡからＱの点に到達する直線を、同様に玉が当たっ
か べ せ い ほ う け い じゅん お か え

た壁で正方形を順に折り返してたたんでいくと、図⑥のようになり

ます。

問題１
ちょっか く

○ア 直角だから
へ ん へ ん な が ひ と

○イ 辺ＤＥと辺ＣＥの長さが等しい
か く お お ひ と

○ウ 角Ｅの大きさがそれぞれ等しい

問題２
に と う へ ん さ ん か く け い か ず ぐ う す う ば あ い あ な き す う ば あ い あ な た ま

二等辺三角形の数が偶数の場合はＣの穴、奇数の場合はＢの穴に玉
お

が落ちる。

問題３ 問題４ １０（ｍ）

問題５ 問題６
け い ろ ちょくせ ん

ＡからＡへの経路を直線
あらわ ちょくせ んじょう

で表すと、その直線上に

はＢ、Ｃ、Ｄのいずれか
かなら そ ん ざ い あ な お

が必ず存在し、穴に落ち
と う た つ

てしまうので、Ａに到達

することができないた

め。

た い し ょ う ず け い り よ う か ん が

対称な図形を利用して考えよう その２
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今回は、対称な図形を利用して考える問題（その２）です。前回

（７月２６日付）取り上げた川崎市立川崎高校附属中の問題を解説し

ます。
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問題１ 合同な三角形は、次の３つのう

ち１つがわかればかくことができます。

・１つの辺の長さとその両はしの角の大きさ

・２つの辺の長さとその間の角の大きさ

・３つの辺の長さ

そこで、【図２－２】の三角形ＡＥＤと三角形ＢＥＣの対応する

角の大きさと辺の長さを調べます。まず、正方形ＡＢＣＤの４つの

角は直角ですので、角Ｃと角Ｄの大きさもそれぞれ直角です。また、

壁ＣＤの真ん中の点ＥにＡから放った玉を当てていますので、辺Ｄ

Ｅと辺ＣＥの長さは等しくなります。さらに、【図１】の性質より、

玉が壁にぶつかるとき、アとイの角度が同じになることから、角Ｅ

の大きさがそれぞれ等しくなります。以上から、１つの辺の長

さとその両はしの角の大きさが等し

くなり、三角形ＡＥＤと三角形ＢＥ

Ｃは合同な三角形であることがわか

ります。

問題２ 二等辺三角形が１つのときは、【図２－１】のように、

Ａから放った玉は壁ＣＤに当たってＢの穴に入ります。次に、二等

辺三角形が２つのときは、【図３】のように、Ａから放った玉は壁

ＣＤ、壁ＡＢの順に当たってＣの穴に入ります。さらに、二等辺三

角形が３つのときは、【図４】のようにＡから放った玉は壁ＣＤ、

壁ＡＢ、壁ＣＤの順に当たってＢの穴に入ります。つまり、二等辺

三角形の数が偶数の

場合はＡから放った

玉はＣの穴に、奇数

の場合はＢの穴に玉

が入ることがわかり

ます。

問題３ 玉の通り道を直線で表す手順にしたがって、玉が当た

った壁に対し正方形を折り返して貼り合わせた図で考えます。直線

の通り道と辺の交わっているところが、玉が壁にぶつかるところを

表しています。ですから壁に３回当たってＤの穴に入ることから、

辺と３回交わってＤに到達する直線を考えると、図①のように２通

りが考えられます。

１回目に壁ＣＤに当てる場合

直線の通り道が１回目に壁ＣＤ

と交わる場合、２回目に壁ＢＣ、

３回目に壁ＡＢと交わると、壁に

３回当ててＤに玉を入れることが

できます。

１回目に壁ＢＣに当てる場合

直線の通り道が１回目に壁ＢＣと交わる場合、２回目に壁ＡＤ、

３回目に壁ＢＣと交わると、壁に３回当ててＤに玉を入れることが

できます。

問題４ 【図７】の玉の通り道を直

線で表した【図８】で、玉の通り道の直

線を一辺とする直角三角形を考えると、

図②のように直角三角形ＰＱＲができま

す。ここで、底辺ＰＱの長さは正方形の

一辺４つ分で（２×４＝）８ｍ、高さＱ

Ｒの長さは正方形の一辺３つ分で（２×３＝）６ｍとなり、直角に

なる２つの辺の長さの比が、辺ＱＲ：辺ＰＱ＝６：８＝３：４とな

ります。そこで、辺の長さの比が３：４：５になる直角三角形の性

質より、辺ＱＲ：辺ＰＱ：辺ＰＲ＝３：４：５となり、辺ＰＲは１０

ｍです。

問題５ 玉の通り道を直線で表す手

順にしたがって玉が当たった壁に対し正

方形を折り返して貼り合わせた図で考え

ます。Ａから放った玉が何回か壁に当た

ってＡの穴に入ることから、辺と何回か

交わってＡに到達する直線を考えると、

図③のような直線が考えられます。しかし、どの直線上にもＢ、Ｃ、

Ｄのいずれかがあり、Ａに到達する前に、Ｂ、Ｃ、Ｄのいずれかの

穴に落ちてしまいますので、Ａから放った玉はＡの穴には入りませ

ん。

問題６ ここでも、玉の通り

道を直線で表す手順にしたがって

玉が当たった壁に対し正方形を折

り返して貼り合わせた図で考えま

す。ＡＢの真ん中から放った玉が

壁に複数回当たって、もとのＡＢの真ん中にもどってくる通り道は、

たとえば図④のような場合が考えられます。

ここで、図④のＡからＰの点に到達する直線を、玉の通り道を直

線で表す手順の逆に、玉が当たった壁で正方形を順に折り返してた

たんでいくと、図⑤のようになります。

また、図④のＡからＱの点に到達する直線を、同様に玉が当たっ

た壁で正方形を順に折り返してたたんでいくと、図⑥のようになり

ます。

問題１

○ア 直角だから

○イ 辺ＤＥと辺ＣＥの長さが等しい

○ウ 角Ｅの大きさがそれぞれ等しい

問題２

二等辺三角形の数が偶数の場合はＣの穴、奇数の場合はＢの穴に玉

が落ちる。

問題３ 問題４ １０（ｍ）

問題５ 問題６

ＡからＡへの経路を直線

で表すと、その直線上に

はＢ、Ｃ、Ｄのいずれか

が必ず存在し、穴に落ち

てしまうので、Ａに到達

することができないた

め。

対称な図形を利用して考えよう その２
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