


右上テキストボックス

Ｘ＝146.9mm Ｙ＝31.5mm

右下テキストボックス

Ｘ＝146.9mm Ｙ＝156.25mm

※ Ｗ＝42.725mm Ｈ=118.75mm

左上テキストボックス

Ｘ＝18.3mm Ｙ＝31.5mm

左下テキストボックス

Ｘ＝18.3.9mm Ｙ＝156.25mm

※ Ｗ＝32.825mm Ｈ=118.75mm

原稿用紙テキストボックス

Ｘ＝56.171mm Ｙ＝49.869mm

Ｗ＝76.25mm Ｈ＝175.15mm

マージン 天＝1.5mm 地＝2mm

左＝2mm 地＝3.5mm

字送り＝27.9Q 行送り＝38Q

文字＝17Q

上に置く矢印

線 種類＝実線 色＝黒

幅＝0.3mm 端点＝デフォルト(左端)

矢印 始点＝ ←(上から3つ目)

変形＝デフォルト(一番上)

終点＝ － サイズ＝3

下に重ねる矢印

線 種類＝実線 色＝白

幅＝0.3mm 端点＝デフォルト(左端)

矢印 始点＝ ←(上から2つ目)

変形＝上から3つ目

終点＝ － サイズ＝3

※青色の中心線を重ねる

段
落
の
頭
は
一
字

空
け
る
。
必
ず
守

る
こ
と
！

給

食

を

残

す

理

由

と

し

て

、

嫌

い

な

も

の

が

出

る

こ

と

と

量

が

多

い

こ

と

の

二

つ

が

七

十

％

を

超

え

て

目

立

っ

て

い

る

。

そ

れ

に

次

ぐ

、

食

べ

る

時

間

が

少

な

い

と

い

う

理

由

ま

で

含

め

た

三

つ

に

回

答

が

集

中

し

て

い

て

、

食

べ

残

し

解

消

の

注

目

点

と

言

え

る

。

①

の

方

法

な

ら

、

回

答

上

位

の

三

つ

に

対

応

で

き

る

と

思

う

。

私

は

好

き

嫌

い

が

多

い

う

え

に

、

食

べ

る

の

が

遅

い

の

で

、

給

食

を

残

し

て

し

ま

う

こ

と

が

多

い

。

時

間

内

に

食

べ

切

れ

る

量

に

調

整

で

き

れ

ば

落

ち

着

い

て

食

事

が

で

き

る

。

ま

た

、

自

分

で

決

め

た

量

な

ら

、

嫌

い

な

も

の

で

も

食

べ

き

ろ

う

と

い

う

意

識

が

強

く

な

る

の

で

、

①

は

有

効

で

あ

る

と

思

う

、

。。 。 。

、 、 、 、

｣ ｣

今
回
の
作
文
の
ポ
イ
ン
ト

⑴

資
料
Ａ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
書
く
。

⑵

⑴
と
関
連
さ
せ
て
、
資
料
Ｂ
の
①
～
③
の
中
か
ら
最
も
よ
い
と
思
う
方
法
を
選
び
、
そ
の
理

由
を
、
体
験
し
た
こ
と
や
見
聞
き
し
た
こ
と
を
も
と
に
書
く
。

作
文
採
点
基
準
に
つ
い
て

(

採
点
基
準
は
独
自
の
も
の
で
す
。
入
試
で
は
各
学
校
で
採
点
基
準
を
定
め
ま
す
。)

１

採
点
項
目
【
満
た
し
た
項
目
ご
と
に
加
点
】

〈
内
容
〉…

注
意
に
合
っ
た
二
段
落
構
成
で
書
い
て
い
る
。(

５
点)

／
資
料
Ａ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ

と
を
書
い
て
い
る
。(
５
点)

／
資
料
Ｂ
の
①
～
③
の
中
か
ら
最
も
よ
い
と
思
う
方
法
を
選
び
、
そ

の
理
由
を
、
体
験
し
た
こ
と
や
見
聞
き
し
た
こ
と
を
も
と
に
書
い
て
い
る
。(

５
点)

２

減
点
項
目
【
加
点
さ
れ
て
い
る
作
文
の
う
ち
、
左
記
の
も
の
を
減
点
】

〈
内
容
〉…

テ
ー
マ
か
ら
外
れ
て
い
る
。(

15
点
減
点)

／
論
旨
に
一
貫
性
が
な
い
。(

２
点
減
点)

〈
表
記
〉…

句
読
点
の
誤
り
・
誤
字
・
脱
字
等
が
一
つ
。(

１
点
減
点)

二
つ
以
上
。(

２
点
減
点)

〈
言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り
〉…

不
適
切
な
箇
所
が
一
つ
。(

１
点
減
点)

二
つ
以
上
。(

２
点
減
点)

３

字
数…

二
百
字
以
上
は
減
点
な
し
。
百
九
十
九
字
～
百
二
十
一
字
は
４
点
減
点
、
百
二
十
字
～

六
十
一
字
は
８
点
減
点
。
六
十
字
以
下
は
15
点
減
点
。(

た
だ
し
、
最
後
の
文
末
が
未
完
成
の
も
の

は
１
点
減
点
、
字
数
が
は
み
出
し
て
い
る
も
の
は
、
８
点
減
点
。)

※
１
で
加
点
さ
れ
た
合
計
か
ら
２
と
３
の
点
数
を
引
い
た
結
果
が
今
回
の
得
点
で
す
。

〈
資
料
を
読
み
取
る
〉

前
段
で
は
資
料
Ａ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
書
く
。
右
の
作
文
で
は
五
十
％
を
超
え
て
い
る
三
つ

の
回
答
に
着
目
し
、
そ
の
数
値
の
高
さ
に
触
れ
な
が
ら
ま
と
め
て
い
る
。
資
料
を
読
み
取
っ
て
ま
と

め
る
場
合
は
、
数
値
が
高
い
も
の
や
低
い
も
の
な
ど
、
目
立
つ
部
分
に
着
目
す
る
と
よ
い
。
ま
た
、

他
の
段
落
で
書
く
内
容
と
関
連
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
意
識
す
る
と
書
き
や
す
く
な
る
。
右
の
作
文
も
、

資
料
Ｂ
の｢

食
品
ロ
ス｣

を
意
識
し
た
ま
と
め
か
た
に
な
っ
て
い
る
。

〈
考
え
と
理
由
を
書
く
〉

次
に
、
前
段
の
内
容
と
関
連
さ
せ
て
、｢

給
食
の
食
べ
残
し
を
減
ら
す｣

方
法
を
ま
と
め
た
資
料
Ｂ

の
提
案
か
ら
一
つ
選
び
、
選
ん
だ
理
由
を
体
験
し
た
こ
と
や
見
聞
き
し
た
こ
と
を
も
と
に
書
く
。
右

の
作
文
で
は
、
最
初
に
①
の
方
法
を
選
ん
だ
こ
と
を
表
明
し
、
食
べ
残
す
こ
と
が
多
い
自
身
の
経
験

を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
①
の
方
法
な
ら
ば
前
段
で
着
目
し
た
三
つ
の
回
答
に
対
応
で
き
る

こ
と
を
説
明
し
、
理
由
と
し
て
の
説
得
力
を
高
め
て
い
る
。

、 。

2023FS３－１

こ
う
い
う
場
合
、

、
や

。
や｣

は

行
の
末
尾
に
入
れ
る
。

。
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㈤

不
動
明
王
の
絵
を
幼
少
の
伊い

予よ

の
入
道
が
描
い
た
と
知
り
、
客
人
は
「
然
る
べ
き
天
骨
」

は
こ
の
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
。
伊
予
の
入
道
の
父
は
、
入
道
が
絵
を
描
く
こ
と
を
よ
く

思
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
才
能
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
絵
を
描
く
こ
と
を
や
め
さ
せ
て
は
い
け

な
い
と
客
人
は
伝
え
て
い
る
の
だ
。
ｂ
は
同
趣
旨
正
解
。

【
訳
】

伊
予
の
入
道
は
、
幼
い
頃
よ
り
よ
く
絵
を
描
い
て
い
ま
し
た
。
父
は
お
も
し
ろ
く
な
い

こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
。
（
伊
予
の
入
道
が
）
ず
い
ぶ
ん
幼
い
と
き
に
、
父
の
家
の
中
門

の
廊
下
の
壁
に
、
土
器
の
破
片
で
不
動
明
王
が
お
立
ち
に
な
っ
て
い
る
姿
を
描
い
た
と
こ

ろ
、
誰
か
と
確
か
に
聞
い
た
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
客
人
が
こ
れ
を
見
て
、
「
誰
が
描

い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
」
と
、
驚
い
た
様
子
で
尋
ね
た
ら
、
主
人
は
笑
っ
て
、
「
こ
れ

は
本
格
的
な
描
き
手
が
描
い
た
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
愚
息
で
あ
る
小
さ
な
子
ど
も

が
描
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
ま
す
ま
す
尋
ね
て
、
「
本
当
の

生
ま
れ
な
が
ら
の
才
能
と
は
こ
の
こ
と
と
申
す
の
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
こ
の
こ
と
を
や
め

さ
せ
よ
う
と
な
さ
る
こ
と
を
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
ま
っ
た
く
も
っ
て
よ
く

絵
を
理
解
し
て
い
る
人
で
あ
る
よ
う
だ
。

五

別
ペ
ー
ジ
の
解
答
例
参
照
。



も
な
る
」
と
い
う
形
に
あ
て
は
め
て
ま
と
め
れ
ば
よ
い
。
同
趣
旨
正
解
。

㈦
｢

生
ま
れ
た
て
の
赤
ん
坊
」
は
、
「
○
○
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
「
自
分
に
だ
け
向

け
ら
れ
た
も
の
」
だ
と
少
し
ず
つ
気
づ
い
て
い
き
、
そ
の
呼
び
か
け
に
応
え
よ
う
と
す
る
。

そ
の
こ
と
を
筆
者
は
、
「
『
わ
た
し
は
こ
こ
に
い
ま
す
』
と
い
う
名
乗
り
の
萌ほ

う

芽が

」
で
あ
り
、

「
こ
の
世
界
で
の
存
在
を
確
た
る
も
の
」
に
す
る
と
考
え
て
い
る
。
発
す
る
シ
グ
ナ
ル
と
し

て
、
「
呼
ば
れ
た
方
向
に
顔
を
向
け
る
と
か
、
手
足
を
ば
た
つ
か
せ
る
と
か
、
う
な
っ
て
み

る
と
か
」
と
い
う
具
体
例
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
誰
が
何
の
た
め
に
す
る
の
か
を
意
識
し

て
こ
れ
ら
を
ま
と
め
れ
ば
よ
い
。
同
趣
旨
正
解
。

三

㈠

文
節
と
は
、
意
味
の
上
で
不
自
然
に
な
ら
な
い
程
度
に
区
切
っ
た
も
の
で
、
文
を
組

み
立
て
る
一
つ
の
単
位
。
文
節
の
区
切
り
は
、
「
美み

雨う

の
ネ
、
直
感
が
ネ…

…

」
の
よ
う
に

「
ネ
・
サ
・
ヨ
」
な
ど
を
入
れ
て
確
か
め
る
と
よ
い
。
「
教
え
て
く
れ
て
い
た
」
の
部
分
が
難

し
い
が
、
一
文
節
に
自
立
語
は
必
ず
一
語
な
の
で
、
「
教
え
て
／
く
れ
て
／
い
た
」
と
分
け

ら
れ
る
。

㈡

美
雨
が
「
壊
れ
た
も
の
に
も
う
一
度
命
を
ふ
き
こ
ん
で
、
輝
か
せ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
」
に

金き
ん

継つ

ぎ
の
魅
力
を
感
じ
て
い
る
と
聞
き
、
傍
線
１
の
様
子
を
見
せ
た
衣き

ぬ

川が
わ

さ
ん
は
「
口
も
と

を
ほ
こ
ろ
ば
せ
」
て
、
「
そ
れ
は
す
ご
い
。
う
れ
し
い
な
あ
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

美
雨
の
考
え
に
感
心
し
、
喜
び
が
こ
み
あ
げ
た
の
だ
と
読
み
取
れ
る
。
目
を
大
き
く
す
る
の

は
、
驚
い
た
り
感
心
し
た
り
す
る
様
子
を
表
す
場
合
で
あ
る
。

㈢

教
室
に
「
い
つ
で
も
き
て
い
い
よ
」
と
い
う
衣
川
さ
ん
の
言
葉
に
対
し
て
美
雨
は
、
「
教

室
と
い
う
か
ら
に
は
月
謝
が
い
る
だ
ろ
う
」
が
、
塚つ

か

本も
と

さ
ん
に
「
金
銭
的
負
担
は
か
け
た
く

な
」
い
と
考
え
た
た
め
「…

…

い
い
ん
で
す
か
」
と
い
う
控
え
め
な
返
事
の
あ
と
、
「
で
も
、

と
た
め
ら
っ
」
て
い
る
。
そ
の
様
子
か
ら
衣
川
さ
ん
は
美
雨
の
気
持
ち
を
察
し
、
「
教
室
生

に
な
ら
な
く
て
も
い
い
」
と
言
っ
て
く
れ
た
の
だ
。
同
趣
旨
正
解
。

㈣

美
雨
は
一
年
以
上
京
都
で
暮
ら
し
て
い
る
が
、
街
に
な
じ
め
た
気
が
し
て
い
な
い
。
し
か

し
、
「
梶か

じ

木き

」
の
店
主
と
出
会
い
、
衣
川
さ
ん
に
「
い
つ
で
も
き
て
い
い
」
と
言
わ
れ
た
。

金
継
ぎ
の
世
界
に
ひ
か
れ
、
天て

ん

平
ぴ
ょ
う

堂ど
う

に
行
く
日
々
が
始
ま
る
こ
と
に
対
す
る
期
待
の
高
ま

り
が
、
傍
線
３
や
直
後
の
「
き
っ
と
な
に
か
が
は
じ
ま
る
。
そ
ん
な
予
感
に
心
が
震
え
た
」

と
い
う
部
分
に
表
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
あ
と
の
、
「
ま
た
ひ
と
つ
行
き
場
所
が
で
き
た
」
と

い
う
部
分
か
ら
も
、
よ
ろ
こ
び
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

㈤

｢

あ
の
空
間
」
と
は
天
平
堂
の
店
内
の
こ
と
。
店
内
を
め
ぐ
っ
た
美
雨
が
そ
の
前
で
足
を

止
め
た
茶ち

ゃ

碗わ
ん

は
「
骨こ

っ

董と
う

的
価
値
の
あ
る
も
の
」
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の

は
、
衣
川
さ
ん
が
「
そ
の
人
に
と
っ
て
愛
着
の
あ
る
も
の
な
ら
、
な
ん
で
も
」
直
す
か
ら
だ
。

そ
の
茶
碗
の
前
で
足
を
止
め
て
い
た
り
、
「
も
っ
と
衣
川
さ
ん
の
話
を
き
い
て
」
い
た
い
と

感
じ
て
い
た
り
す
る
の
だ
か
ら
、
美
雨
は
こ
の
茶
碗
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
と
わ
か
る
。

「
戸
口
か
ら
も
う
一
度
店
内
を
ふ
り
か
え
っ
た
」
と
き
に
感
じ
た
、
「
い
く
つ
も
の
新
た
な
命

を
ふ
き
こ
ま
れ
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
器
た
ち
が
、
自
分
を
呼
ん
で
い
る
」
と
い
う
思
い
に
、

美
雨
の
感
じ
た
「
あ
の
空
間
の
魅
力
」
が
表
れ
て
い
る
。
ｂ
は
同
趣
旨
正
解
。

㈥

主
人
公
は
美
雨
だ
が
、
美
雨
自
身
が
物
語
を
語
っ
て
い
る
形
で
は
な
い
。
登
場
人
物
以
外

が
語
り
手
と
な
っ
て
い
る
が
、
美
雨
の
目
が
と
ら
え
た
も
の
を
描
写
し
た
り
、
美
雨
の
行
動

や
気
持
ち
を
詳
し
く
描
い
た
り
し
て
い
る
。

四

㈠

歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
、
語
頭
（
単
語
の
最
初
の
音お

ん

）
以
外
の
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
は

「
ワ
イ
ウ
エ
オ
」
と
発
音
し
、
現
代
仮
名
遣
い
で
は
発
音
ど
お
り
に
表
記
す
る
。
「
思
へ
り
け

り
」
の
「
へ
」
は
語
頭
で
は
な
い
か
ら
「
え
」
と
発
音
・
表
記
す
る
の
で
、
「
思
え
り
け
り
」

が
正
解
。

㈡

父
の
家
の
中
門
の
廊
下
の
壁
の
絵
に
つ
い
て
客
人
が
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
あ
る
じ
」
が

笑
っ
て
質
問
に
答
え
て
い
る
。
「
父
の
家
」
で
の
会
話
な
の
だ
か
ら
、
家
の
「
あ
る
じ
」
と

父
は
同
一
人
物
だ
。

㈢

こ
の
客
人
は
「
よ
く
絵
見
知
り
た
る
人
」
で
あ
る
。
壁
の
不
動
明
王
の
絵
は
「
然し

か

る
べ
き

天
骨
」
を
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
、
「
誰
が
描
い
た
の
か
」
と

驚
い
て
い
る
の
だ
。

㈣

古
文
で
は
会
話
文
や
引
用
を
受
け
る
場
合
に
、
「

と
（
と
て
・
と
言
ふ
・
と
思
ふ
）
」

と
い
う
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
も
、
「
と
い
は
れ
け
れ
ば
」
の
前
に
か
ぎ
か
っ
こ

を
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
「
こ
れ
は…

…

書
き
て

候
さ
ぶ
ら

ふ
」
と
い
う
部
分
が
あ
る
じ
の
会
話
文

で
あ
る
。



〔
解

答
〕
（
一
問
㈠
㈣
・
二
・
三
問
㈠
・
四
問
㈠

２
点
×
13

一
問
㈡
㈤
・
三
問
㈡
㈣
㈤
ａ
㈥
・
四
問
㈡
～
㈣
㈤
ａ

３
点
×
10

一
問
㈢
・
四
問
㈤
ｂ

４
点
×
２

一
問
㈥
・
三
問
㈢
㈤
ｂ

５
点
×
３

一
問
㈦

６
点

五

15
点
）

一

問
㈠

イ

㈡

各
種
祝
辞

㈢

小
規
模
校
の
ア
ド
ヴ
ァ
ン
テ
ー
ジ
を
最
大

限
ア
ピ
ー
ル
す
べ
き(
と
い
う
主
張
。)

㈣

ア

㈤

エ

㈥

短
い
肯

定
に
な
り
、
「
わ
た
し
は
こ
こ
に
い
ま
す
」
と
い
う
宣
言
に
も
な
る
。(

例)

㈦

自
分
宛
て
の
音
声
に
対
し
て
、
呼
ば
れ
た
方
向
に
顔
を
向
け
た
り
、
手
足
を
ば

た
つ
か
せ
た
り
、
う
な
っ
て
み
た
り
し
て
シ
グ
ナ
ル
を
発
す
る
赤
ん
坊
の
行
動
。

(

例)

二

問
㈠
①

か
い
こ

②

し
め(

ら
せ
る)
③

あ
い
ま
い

④

た
ず
さ(

わ
る)

⑤

拝(

む)

⑥

単
純

⑦

博(

す
る)

⑧

競
争

㈡

エ

三

問
㈠

五(

文
節)

㈡

ウ

㈢

教
室
生
に
な
る
と
お
金
が
か
か
る
の
で
は

な
い
か
と
心
配
す
る
気
持
ち
。(

例)

㈣

ウ

㈤

ａ

愛
着
の
あ
る
も
の

ｂ

新
た
な
命
が
ふ
き
こ
ま
れ
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る(

例)

㈥

イ

四

問
㈠

思
え
り
け
り

㈡

あ
る
じ

㈢

ア

㈣

書
き
て
候
ふ

㈤

ａ

然
る
べ
き
天
骨

ｂ

絵
を
描
く
こ
と
を
や
め
さ
せ
て
は
い
け
な
い

(

例)

五

別
ペ
ー
ジ
の
解
答
例
参
照

〔
解

説
〕

一

問
㈠

ど
の
よ
う
に
卒
業
式
の
「
規
模
を
縮
小
す
る
の
か
」
に
つ
い
て
、
「
内
部
関
係
者

の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
た
」
の
だ
か
ら
、
議
論
は
な
か
な
か
結
論
に
至
ら
な

か
っ
た
の
だ
と
わ
か
る
。
そ
の
様
子
に
合
う
の
は
、
な
り
ゆ
き
が
込
み
入
る
こ
と
を
意
味
す

る
イ
の
「
紆う

余よ

曲
折
」
だ
。
ア
「
付
和
雷
同
」
は
、
簡
単
に
他
者
の
意
見
に
同
調
す
る
こ
と
。

ウ
「
順
風
満
帆
」
は
、
物
事
が
順
調
に
進
む
と
い
う
意
味
。
エ
「
画が

竜
り
ょ
う

点て
ん

睛せ
い

」
は
、
何
か

を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
最
後
に
加
え
る
大
事
な
仕
上
げ
。

㈡

｢

形
式
的
な
も
の
」
で
も
、
「
関
係
者
の
メ
ン
ツ
」
の
た
め
に
短
縮
す
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
見
方
を
対
比
的
に
示
し
て
い
る
部
分
だ
か
ら
、
直
前
で
示
し
た
意
見
の
中
で
、
「
省
略
、

も
し
く
は
短
縮
し
て
も
よ
い
」
と
述
べ
て
い
た
「
各
種
祝
辞
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

㈢

直
後
で
筆
者
は
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
卒
業
式
で
の
習
慣
と
な
っ
て
い
る
「
卒
業
者
名

簿
の
読
み
上
げ
」
に
つ
い
て
説
明
し
、
そ
れ
が
中
止
に
な
り
そ
う
に
な
っ
た
経
緯
と
、
最
終

的
な
決
定
事
項
を
ま
と
め
て
い
る
。
さ
ら
に
あ
と
で
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
の
が
傍
線
２
に

つ
い
て
の
「
筆
者
の
言
い
分
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
『
小
規
模
校
の
ア
ド
ヴ
ァ
ン

テ
ー
ジ
を
最
大
限
ア
ピ
ー
ル
す
べ
き
』
と
い
う
物
言
い
が…

…

名
簿
の
読
み
上
げ
を
存
続
さ

せ
る
結
果
」
に
結
び
つ
い
た
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。
実
際
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は

こ
の
主
張
だ
が
、
「
筆
者
の
こ
だ
わ
り
」
が
別
に
あ
る
こ
と
を
さ
ら
に
あ
と
の
段
落
で
明
か

し
て
い
く
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

㈣

「
や
む
な
し
」
は
、
仕
方
が
な
い
、
や
む
を
得
な
い
と
い
う
意
味
。
読
み
上
げ
中
止
も
仕

方
な
い
と
い
う
雰
囲
気
だ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
「
名
簿
読
み
上
げ
の
伝
統
が
途
絶
え
ず
に

す
ん
だ
」
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。

㈤

筆
者
は
、
卒
業
式
に
お
け
る
名
簿
の
読
み
上
げ
を
省
略
す
る
こ
と
に
抵
抗
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
「
読
む
だ
け
の
行
為
に
意
味
な
ど
あ
る
の
か
、
そ
れ
こ
そ
が
形
式
的
で
は
な
い
か
」

と
い
う
疑
問
は
、
筆
者
の
意
見
に
反
論
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
反
論
が
あ
る
こ
と
を
予

測
し
、
あ
え
て
そ
れ
に
触
れ
て
回
答
を
論
じ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
『
呼
び
か
け
に
応
え

る
』
と
い
う
行
為
が
、
い
か
に
ひ
と
が
生
き
る
う
え
で
大
切
な
も
の
か
」
と
い
う
筆
者
の
想お

も

い
の
説
明
に
説
得
力
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

㈥

こ
の
「
返
事
」
は
、
「
ど
こ
に
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
、
「
こ
こ
に
来
な
さ
い
」
と

い
う
命
令
、
「
誘
い
」
「
招
き
」
な
ど
の
意
味
を
持
つ
「
呼
格
」
の
読
み
上
げ
に
対
し
て
す
る

も
の
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
短
い
肯
定
の
意
味
以
上
に
『
わ
た
し
は
こ
こ
に
い
ま
す
』
と
い

う
宣
言
で
も
あ
る
」
と
筆
者
は
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
を
、
「
〇
〇
に
な
り
、
△
△
に

＜メモ＞

■配点

文言はテキストボックスに入力されているのでエディター画面では編集不可

■

２
０
２
３
FS
３
｜
１



 





 



 





１ ⑴ ①…イ，②…ウ(完答) ⑵ 体表がうろこでおおわれているか(例) ⑶ ホニュウ(類)

⑷ ア ⑸ 10％

２ ⑴ ウ ⑵ ①…ウ，②…エ，③…ア(完答) ⑶ 立体的に見られる範囲が広くなる。(例)

⑷ ウ ⑸ イ

３ ⑴ イ ⑵ Ａ…エ，Ｂ…ウ(完答) ⑶ 強い(大きい) ⑷ エ ⑸ ウ

４ ⑴ 飽和水蒸気(量) ⑵ エ ⑶ 差…12 hPa，理由…(学校が海面よりも)高い位置にあった

から。(例) (完答) ⑷ 天気…晴れ，風向…北西(完答) ⑸ ア

５ ⑴ 溶
よう

媒
ばい

⑵ 7.0％ ⑶ イ ⑷ H2SO4＋ BaCl2 → 2HCl＋ BaSO4

⑸ 記号…ａ，変化…水溶液が赤色になった。(例)

６ ⑴ 電流を流しやすくするため。(例) ⑵ ア，イ，エ，オ(順不問・完答)

⑶ イ，ウ(順不問・完答) ⑷ ア ⑸ 120 分間

７ ⑴ 音源 ⑵ 342 m/s ⑶ 大きさはしだいに大きくなり，高さは変わらな

かった。(例) ⑷ 500 Hz ⑸ ①…Ｃ，②…Ｆ，③…Ｅ，④…Ｄ(完答)

８ ⑴ ａ ⑵ カ ⑶ 72.0Ｊ ⑷ オームの法則 ⑸ 右図参照

〔解 説〕

１ ⑴～⑶ 動物を大きく２つに分ける質問は｢背骨があるか｣であり，Ａ～Ｅはセキツイ動物だとわかる。セキツイ動物

のＥだけが｢いいえ｣となるａの質問は｢卵生であるか｣だと考えられ，Ｅは胎生のコウモリ(ホニュウ類)。また，ｃ

が｢水中に卵を産むか｣なら，ＡとＢはメダカ(魚類)とイモリ(両生類)のいずれか，ＣとＤはカナヘビ(ハチュウ類)

とスズメ(鳥類)のいずれかであり，⑵の問題文から，Ａはメダカ，Ｃはカナヘビである。魚類とハチュウ類は，｢体

表がうろこでおおわれている｣という共通の特徴をもつ。無セキツイ動物のＦとＧを分類するｂに当てはまるもの

を⑴のア～ウから選ぶと，｢外とう膜をもつか｣となる。よって，Ｆはイカ(軟体動物)，Ｇはトンボ(節足動物)。

⑷ Ｆのイカは，Ａのメダカと同様，えらを使って呼吸をする。Ｂのイモリは，幼生はえらと皮膚，成体は肺と皮膚

で呼吸をする。Ｇのトンボは，気門とよばれる部分から空気を取り入れて呼吸をするので，Ａ～Ｆとは異なる。

⑸ 卵生の動物が１回に産む卵の数は，魚類や両生類は数千～数万と多く，ハチュウ類や鳥類はそれよりも少ない。

表の動物が１年間で産む卵の数は 10 ×２＝ 20〔個〕 ふ化するのはそのうちの 20 × 0.50 ＝ 10〔個〕であり，

成体になるまで生き残るのは 10 × 0.20 ＝２〔匹〕で，20 個のうちの 10％である。

２ ⑴ のばしていた腕を曲げる場合は，腕を曲げる筋肉である図２のＰが縮み，腕をのばす筋肉であるＱがゆるむ。

⑵ 目や耳のような，脳に近いところにある感覚器官で受けとった刺激の信号は，せきずいを経由せずに脳へ届く。

よって，このときの刺激と反応の信号は 目→感覚神経→脳→せきずい→運動神経→腕の筋肉 の順に伝わった。

⑶ 草食動物のウマなどは，目が横向きについているため，視野は広いが，立体的に見える範囲は狭い。

⑷ １回ごとに，Ｈさんが懐中電灯を光らせてからＡさんがストップウォッチを止めるまでの 0.20 秒がかかるので，

１～３回目の平均時間は { (1.87 － 0.20)＋(1.91 － 0.20)＋(1.86 － 0.20)}÷３＝ 1.68〔秒〕である。｢右隣の

人に右手をにぎられてから，左手で左隣の人の右手または懐中電灯をにぎる｣という行動をとったのは，Ｂ～Ｈさん

の７人であるため，１人あたりにかかった時間の平均は 1.68 ÷７＝ 0.24〔秒〕である。

⑸ ｢熱いやかんに手がふれて，思わず手を引っこめた｣などの反射の反応では，せきずいから反応の命令が出される。

このとき，刺激の信号は同時に脳へも伝えられるため，熱いということは反応よりもおくれて意識される。

３ ⑴ 火山灰は，水がにごらなくなるまで指でおし洗いしたあと，双眼実体顕微鏡やルーペなどを用いて観察する。

⑵，⑶ 決まった方向に割れる無色鉱物Ａはチョウ石，うすくはがれる有色鉱物Ｂはクロウンモ。白っぽい色の火山

灰や火成岩は，ねばりけの強いマグマからできたものである。マグマのねばりけが強いと，火山は盛り上がった形

になり，爆発的な噴火をする。マグマのねばりけが弱いと，火山はうすく広がった形になり，穏やかな噴火をする。

⑷ 石灰岩は，生物の死がいなどがおし固められてできた堆積岩。玄武岩と流紋岩は，マグマが地表付近で急速に冷

やされてできた火山岩であり，はんれい岩と花こう岩は，マグマが地下深くでゆっくり冷やされてできた深成岩。

火山灰と同様，火山Ｐでつくられる火成岩も白っぽい色をしていると考えられるため，白っぽい色の火山岩を選ぶ。

⑸ 噴火により噴出された火山灰は，偏西風によって，火山よりも東側の地域に広く飛散する。よって，地点ａとｂ

はどちらも火山Ｐより東側に位置すると考えられ，火山灰の層の厚い地点ｂの方が地点ａよりも火山Ｐに近い。

2023FS ３－１

〔解 答〕(配点：１⑴⑵⑸，２⑶⑷，３⑵⑶，４⑴～⑶，５⑶～⑸，

６⑴⑸，７⑵⑶⑸，８⑵⑸ ３点× 20 他 ２点× 20)



４ ⑴ 湿度は，ある温度の飽和水蒸気量に対する，空気１m3にふくまれる水蒸気の質量の割合を百分率で表したもの。

⑵ 乾湿計は，地上約 1.5 ｍの高さで，温度計の球部に直射日光が当たらないようにしてはかる。

⑶ 等圧線は４ hPaごとに引き，20 hPaごとに太線にする。図２では，低気圧の中心が 994 hPaであり，その少し

外側の太線は 1000hPa。そこから 2 本目の線上にある地点の気圧は 1000 ＋４×２＝ 1008〔hPa〕 大気圧は空

気の重さによって生じる圧力であるため，標高が高い地点ほど，上にある空気の厚さがうすく，大気圧が小さい。

⑷ 雲量０と１は快晴(○)，２～８は晴れ(〇│)，９と 10 はくもり(◎)。風向は，風が吹いてくる方向を表す。

⑸ 太陽の熱で地面があたためられると，地表付近の空気があたためられて上昇し，気圧の低い上空で膨張する。膨

張した空気は温度が下がり，やがて露点に達して，水蒸気が凝結する。

５ ⑴ 溶質をとかす液を溶媒，溶媒に溶質がとけた液全体を溶液という。水溶液は，溶媒が水である溶液のことをさす。

⑵ 質量パーセント濃度〔％〕＝
溶質の質量〔ｇ〕

溶液の質量〔ｇ〕
× 100 より，

６

80＋６
× 100 ＝ 6.97…〔％〕

⑶ 図から，40℃で現れた結晶は 40℃での溶解度が最も小さい物質Ｂ，

10℃で現れた結晶は 10℃での溶解度が２番目に小さい物質Ａであると

考えられる。物質Ｃの結晶は現れなかったため，｢水  ｇに溶質 12ｇが

とけた水溶液｣は，右図の斜線部分のように，溶媒と溶質の質量の割合が

｢水 100ｇに溶質が約 25～37ｇの範囲内でとけた水溶液｣と同じである

と考えられる。：12 ＝ 100：25  ＝ 48〔ｇ〕であり，：12 ＝ 100：

37  ＝ 32.4…〔ｇ〕であることから，溶質 12ｇをとかした水の質量は，32.4ｇ～48ｇの間である。

⑷，⑸ 溶質が固体のＦとＧは，食塩水か水酸化ナトリウム水溶液のいずれかで，ＤとＥは硫酸か塩酸である。硫酸

(H2SO4 )に塩化バリウム水溶液(BaCl2 )を加えると，塩酸(HCl)と硫酸バリウム(BaSO4 )が生じる。操作３で変

化が見られたＦは，アルカリ性の水酸化ナトリウム水溶液。フェノールフタレイン溶液はアルカリ性で赤色を示す。

６ ⑴ 水酸化ナトリウム水溶液は電流が流れやすいため，小さな電圧でも電気分解が進む。

⑵ ア，イ，エ，オは純粋な物質であり，ウは混合物。また，アとイは化合物であり，エとオは単体である。

⑶ 陽極側から発生した気体Ａは酸素，陰極側から発生した気体Ｂは水素。アとエは水素についての内容である。

⑷，⑸ 2H2O→ 2H2＋ O2 の反応が起こり，水素：酸素＝２：１ の体積比で発生する。よって，一定時間電流を

流したときに生じる気体の体積は水素の方が大きく，気体の体積のグラフは図２よりも傾きが大きくなる。この体

積比から考えると，0.008 ×２＋ 0.134 ＝ 0.15〔ｇ〕より，水 0.15ｇが分解された場合に発生する水素と酸素の

体積は，水素が 200 cm3，酸素が 100 cm3である。よって，水 0.18ｇが分解されるときに発生する酸素の体積を

 cm3とすると，0.15：100 ＝ 0.18：  ＝ 120〔cm3〕 図２より，水に電流を１分間流すと酸素が１cm3発生す

ることがわかっているため，酸素を 120 cm3発生させるには，電流を 120 分間流せばよい。

７ ⑴ 音源の振動が周囲の空気に伝わり，耳の鼓
こ

膜
まく

を振動させることで，｢音が聞こえた｣と感じられる。

⑵ 遠い方のメトロノームの音がおくれていき，0.3 秒おくれたとき，再び同時に聞こえるようになる。このとき，

102.5 ｍの距離を音が伝わるのに 0.3 秒かかったことになるため，音の速さは 102.5 ÷ 0.3 ＝ 341.6…〔m/s〕

⑶ 弦をはじく強さが強いほど，振幅が大きくなり，大きな音が出る。このとき，音の高さは変わらない。

⑷ 図３では，0.002 秒間で１回振動しているので，１秒間に １÷ 0.002 ＝ 500〔回〕振動し，振動数は 500 Hz。

⑸ 振動数が弦の長さによって変化することは，｢三角柱の位置｣だけが異なるＡとＣを比較すると確かめられる。ま

た，Ｄ～Ｆは，弦の長さがすべて等しい。ＢとＣの結果から，｢弦の長さと弦の太さが同じなら，おもりの数が多い

方が振動数は大きい｣ことがわかるため，ＥとＦを比較すると，おもりの数は Ｅ＜Ｆ また，ＤとＥについては，

｢弦の長さと弦を張る強さが同じである場合，弦が太い方が振動数は少ない｣という前提があるため，仮にＤとＥで

おもりの数が同じなら，Ｄの方が振動数は多くなる。実際はＤとＥの振動数は等しいので，おもりの数は Ｄ＜Ｅ

８ ⑴ ａとｂは並列回路であり，電流計の値はａが
9.0

20
＋

9.0

30
＝ 0.75〔Ａ〕 ｂが

9.0

30
＋

9.0

40
＝ 0.52…〔Ａ〕 回路ｃ

とｄは直列回路であり，電流計の値はｃが
9.0

20＋30
＝ 0.18〔Ａ〕 ｄが

9.0

30＋40
＝ 0.12…〔Ａ〕

⑵ 消費電力は電圧と電流の積であり，加わる電圧の大きさが等しければ，抵抗の大きさに反比例する。

⑶ オームの法則とは，電圧＝抵抗×電流 抵抗＝電圧÷電流 電流＝電圧÷抵抗 という関係のことをいう。

⑷ 図３のグラフⅠから，電圧が 6.0Ｖのとき，流れる電流は 0.2Ａ。6.0 × 0.2 ＝ 1.2〔Ｗ〕 1.2 × 60 ＝ 72.0〔Ｊ〕

⑸ 図３のグラフⅠ～Ⅲから，それぞれの回路の抵抗を求めると，AB間…30 Ω，AC間…50 Ω，

AD間…40 Ωであり，電熱線Ｐ～Ｒは右図のようにつながれていると考えられる。BD間に電

流が流れると，ＱとＲの直列回路となるので，抵抗の値が 40 ＋ 30 ＝ 70〔Ω〕となるよう，

原点と，7.0Ｖと 0.1Ａの交点とを結ぶ直線のグラフをかく。



１  ア  イ  ウ  𮛐     ，   個

 ∠ 度  解説参照（部分点あり）

 範囲も四分位範囲も，A 組の方が B組より大きいから。（例）

 右の図（例）（部分点あり）

２  △APQ  



３  （個）  ア 









（部分点あり） イ  

４     ア 点 Qの  座標  直線 m の傾き  イ  

，


 

 ア  イ △BRC 

５  解説参照（部分点あり）  ア ∠GBD 度 イ AH  ウ △GDA 

〔解 説〕

１  ア 





イ 









ウ 𮛐   𮛐  


𮛐 
 𮛐   𮛐  

 𮛐 
𮛐   𮛐 

 𮛐  
 𮛐 


 𮛐   𮛐   𮛐 

  左辺を因数分解すると，  または  よって，  ，









より，




が奇数のとき， は  の倍数。

 の約数のうち， の倍数となる数は， ， ， ， の  個。

 頂点 Bを通り直線  に平行な直線をひき，平行線の錯角が等しいことを利用する。

△ABC は正三角形だから，∠ABC よって，∠

  を整数として，連続する  つの奇数において，まん中の数を  とすると，

もっとも小さい数は  ，もっとも大きい数は  と表せるから，

P 

 よって，Pの値はまん中の数の  倍である。

 範囲は，A 組が  冊 ，B組が  冊

四分位範囲は，A 組が  冊 ，B組が  冊

平均値は，データの散らばりを表す代表値ではない。また，箱ひげ図から正確に読み取ることはできない。

 辺 ABの垂直二等分線と ∠BAC の二等分線との交点が Pとなる。

２  点 Q は辺 CD 上にあるから，辺 AB と点 Q との距離は   また，AP  で，点 P は辺 AB 上にあるか

ら，△APQ



 

  つのさいころの目の出方は全部で  通り そのうち，APAQとなる ， の組は，

，，，，，，，，， の  通り。よって，求める確率は



【補足】  のとき，点 Pは辺 BC 上にあり，BP   のとき，点 Qは辺 CD 上にあり，DQ 
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〔解 答〕(配点：４ア ２点×２ ３イ ３点×２ １～，２ ５点×６ ５ ８点 他 ４点× )



△ABPと △ADQにおいて，ABAD ，BPDQ，∠ABP∠ADQ よって， 組の辺とその

間の角がそれぞれ等しいから，△ABP≡△ADQ したがって，APAQ

 ， のときも，同様に考えて APAQであることが示せる。

３ 







 個

 集まった段ボールの重さを   ，集まった雑誌の重さを   とすると，重さについて， これを

整理すると，…① トイレットペーパーの個数について，







 これを整理すると，

…② ①を②に代入すると，   

  したがって，集まった段ボールと雑誌は合わせて  

４  点 A の  座標は直線  の切片より   の値は，点 Pが点 C に重なるときもっとも小さく ，点 Pが点 A に重な

るときもっとも大きく  よって， の変域は  

 ア 点 Qの  座標は点 Pの  座標と等しく  点 Qの  座標は，  に  を代入して， 

 C ， ，Q ， より，直線 m の傾きは，





イ 点 Pを通り直線 m に平行な直線を  とする。平行な直線の傾きは等しいから，直線  の式は 

 直線 ， の式を連立方程式として解くと，   



 







よって，求める交点の座標は  

，


 

 ア 点 Pの  座標を  とすると，点 Qの  座標も  と表せる。点 Qの  座標は，  に   を

代入して，   OPPQのとき， が成り立つ。これより， 

イ 点 Bの  座標は，  に  を代入して，   よって，

△BRC台形OBRP△OBC△CRP











 

５  △AED と △AGBにおいて，

四角形 ABCD，AEFGは正方形だから，

ADAB …①

AEAG …②

∠BAD∠GAE …③

∠EAD∠EAB∠BAD …④

∠GAB∠EAB∠GAE …⑤

③，④，⑤より，∠EAD∠GAB …⑥

①，②，⑥より， 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから，

△AED△AGB

 ア △AED△AGBより，∠ABG∠ADE∠ABD𠂰 よって，∠GBD𠂰𠂰𠂰

イ AHBHDH


BD




 

ウ △AED△AGBより，BGDE GBDE ，AHDE より，△ABD



 ，

△AGB△AED



 ，△GBD





よって，△GDA△GBD△ABD△AGB 



１ ⑴ ウ ⑵ ①…ベルギー，②…EU，③…ラテン（完答） ⑶ ウ ⑷ 午後７（時）

⑸ Ⅰ エ Ⅱ 経済特区 Ⅲ 夫婦１組がもうける子どもの数を一人に制限する政策を実施し，年少人口

が減少した（例） ⑹ 記号…イ，理由…河口からの距離が長く，傾きがゆるやかだから。（例）（完答）

２ ⑴ 岡山県，鳥取県（完答） ⑵ イ ⑶ エ ⑷ ウ

⑸ ａ 近畿地方の多くの住民にとっての重要な生活用水を供給する琵琶湖の水質を守るため。（例）

ｂ 歴史的な街並みを残していきたい（例） ⑹ エ

３ ⑴ イ

⑵ Ａ…他の土地と同様に国に収められる（例），Ｂ…永久に私有し，国に収めなくてよい（例）（完答） ⑶ エ

⑷ 浄土真宗 ⑸ イ ⑹ ウ→エ→ア→イ（完答）

⑺ 金の含有量を減らして貨幣の質を下げた結果，物価が上昇した。（例）

⑻ 記号…ウ，理由…蔵屋敷で年貢米の取り引きが行われるなど，商業が盛んだったから。（例）

４ ⑴ エ ⑵ リンカン ⑶ 直接国税を 15 円以上納める満 25 歳以上の男子。（例）

⑷ 日露戦争のための資金が必要になったから。（例） ⑸ 多くの大臣が政党に所属し，本格的な政党内閣が

組織されている。（例） ⑹ ナチス ⑺ ウ ⑻ C

５ ⑴ イ ⑵ Ⅰ イ Ⅱ ウ ⑶ Ⅰ 経営規模の大きい農家が多く，広大な耕地を大型の機械で耕す農

業が行われている。（例） Ⅱ 松前（藩） Ⅲ 札幌（市）

⑷ かつてはモノカルチャー経済だったが，工業化が進展し，機械類などの輸出額割合が大きくなっている。（例）

〔解 説〕

１ ⑴ ア…Ａは太平洋，Ｂはインド洋，Ｃは大西洋。三大洋を面積が大きい順に並べると，太平洋，大西洋，インド洋

となる。イ…Ｄはデンマーク領のグリーンランドで，面積が世界最大の島。六大陸を面積が大きい順に並べると，

ユーラシア大陸，アフリカ大陸，北アメリカ大陸，南アメリカ大陸，南極大陸，オーストラリア大陸となる。エ…

赤道は緯度０度の緯線で，その全長は地球一周の約 40,000 kmである。

⑵ ベルギーの首都であるブリュッセルに EU（ヨーロッパ連合）の本部が置かれている。スイスの首都はベルン。

AU はアフリカ連合の略称。ドイツ語や英語などがゲルマン系言語に分類される。

⑶ 主要な貿易相手に関しては，一般に距離の近い国々が上位に位置することが多い。Ｘは相手に中国や日本，イン

ドネシアなどのアジア州の国々が多いのでアジア州のフィリピン，Ｙは相手にスペインやドイツ，イギリス，オラ

ンダなどヨーロッパ州の国々が多いのでヨーロッパ州のポルトガルと判断する。同じように，①にはアジア州のシ

ンガポール，②にはヨーロッパ州のフランスが入ると判断する。

⑷ ｂの都市（タイのバンコク）は東経 105 度の経線を，ｃの都市（アルジェリアのアルジェ）は東経 15 度の経線をそ

れぞれ標準時子午線としている。この両都市間には 90 度の経度差があり，経度差 15 度で１時間の時差が生じる

ので時差は６時間となる。東経の範囲内どうしでは大きい経度の方（東に位置している方）が時刻が先に進んでいる

ので，ｃの都市が午後１時のとき，ｂの都市は６時間先に進んでいる午後７時となる。

⑸ Ⅰ エの南東部には，シドニーのほかオーストラリアの首都であるキャンベラなどの都市が位置している。アに

は年降水量が 1000 mm をこえる地点が含まれる。イには温帯の地域が含まれる。ウの中央部は乾燥帯に含まれ

る。 Ⅱ 経済特区が置かれた沿岸部と，内陸部との間で経済格差が大きくなり，近年はその解消を目指す政策

が行われている。 Ⅲ 中国では，かつて夫婦１組がもうける子どもの数を一人に制限する一人っ子政策が行わ

れていたため，少子高齢化が急速に進んで人口増加率が下がっており，総人口が減少に転じて，人口増加が続くイ

ンドの人口が中国の人口を抜き，その差が開くと予測されている。

⑹ 日本は，国土の中央に山地があって山から海までの距離が短いため，河川は，河口までの距離が短く，傾斜が急

で，流域面積が狭い。世界の主な河川は，河口までの距離が長く，傾斜がゆるやかで，流域面積が広い。

２ ⑴ 兵庫県西部が中国地方の鳥取県と岡山県にとなり合っている。近畿地方の他府県では，京都府が中部地方の福井

県，滋賀県が中部地方の福井県と岐阜県，三重県が中部地方の岐阜県と愛知県とそれぞれとなり合っている。

⑵ 和歌山県は果実の生産額の割合が大きく，その中でもみかんの生産額は特に大きい。りんごは青森県や長野県で

の栽培がさかん。三重県では松阪牛などのブランド牛の飼育に代表されるように，畜産の割合が大きい。

⑶ アは茶の生産量が全国最大である静岡県が１位であることなどから飲料・たばこ・飼料，イは三大都市圏の都府

県が並ぶことから印刷・同関連業，ウは臨海の工業地帯や工業地域に位置する府県が多いことから鉄鋼業，エは三

重県や長野県などが上位に位置することから電子部品・デバイス・電子回路と判断する。

〔解 答〕（配点：１⑹，２⑸ａ，３⑵⑺⑻，５⑷ ４点×６
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１⑵⑷⑸Ⅲ，２⑴⑸ｂ，３⑷⑹，４⑵⑶⑷⑸，５⑶Ⅰ ３点× 12 他 ２点× 20）



⑷ アは日本海側の気候，イは太平洋側の気候，エは中央高地の気候について述べている。

⑸ ａ 琵琶湖の水は淀川から大阪湾に流れ出るまで，流域に生活用水を供給する重要な役割を果たしている。琵琶

湖の水質が悪化すると生活用水の水質も悪化するため，条例（地方独自で定めるきまり）を制定することなどによっ

て琵琶湖の水質を維持しようとしている。 ｂ Ｙの京都市やＺの奈良市のほか，鎌倉市（神奈川県）も古都とよ

ばれ，かつて政治の中枢となる機関が置かれていたこともあり，市内に歴史的な街並みが残る。これらの都市では

条例や取り組みなどを通じて，古都の歴史的な街並みを残そうとしている。

⑹ ２万５千分の１の地形図上で７ cm の実際の距離は，７（cm）× 25,000 ＝ 175,000（cm）＝ 1,750（ｍ）＝ 1.75

（km）。単位の換算に注意。ア…北部に標高 45.5 ｍを示す三角点（ ）などが見られる。イ…老人ホーム（ ）

とともに図書館（ ）も見られる。ウ…主に水田を表す が見られる。畑を表す地図記号は 。

３ ⑴ Ｂの文はインダス文明について説明している。Ｘの甲骨文字は中国の殷の時代に使われていた。

⑵ 奈良時代には，鉄製農具の広がりや耕地の整備によって生産力は向上したが，人口が増加し，次第に口分田が不

足するようになった。また，天候不順や疫病によって納税ができず，田を捨てて逃げ出す農民もいた。土地の開墾

を促すため，723 年に三世一身法が制定されたが，期限が終われば墾田は国に収められることとなっていた。そこ

で，743 年に墾田永年私財法が制定され，新たに開墾した土地の永久の私有が認められるようになった。

⑶ アの法隆寺は飛鳥時代，イの金閣とウの銀閣は室町時代に建てられた。

⑷ 鎌倉時代には法然の浄土宗や親鸞の浄土真宗など，新たな仏教の宗派が生まれ，民衆にも広まっていった。

⑸ アは安土桃山時代，ウは古墳時代，エは江戸時代の農村の様子についての説明。

⑹ ウは 1492 年，エは 1498 年，アは 1517 年，イは 1534 年の出来事。

⑺ 徳川綱吉は幕府の財政の立て直しを図り，貨幣の質を落とし，同じ量の金からより多くの貨幣をつくろうとした。

世の中に従来以上の貨幣が流通すると，多くの貨幣を手にした買い手がモノを買いやすい経済状態になる。すると

売り手は高い価格でモノを売ろうとするようになり，結果としてモノの価格（物価）が高騰する。

⑻ 各藩が蔵屋敷を置き，全国から運び込まれた年貢米や特産物の取り引きが盛んに行われた大阪は，商業の中心地

となり，「天下の台所」とよばれた。江戸は「将軍のおひざもと」とよばれ，将軍の城下町として栄えた。

４ ⑴ 日米修好通商条約の締結を機に貿易が始まると，外国からは毛織物や綿織物などが輸入され，日本からは生糸や

茶などが輸出された。当時の最大の貿易港は横浜港で，貿易相手はイギリスが中心だった。

⑵ アメリカ大統領のリンカンは，南北戦争中に，「人民の，人民による，人民のための政治」という演説を行った。

⑶ 第１回衆議院議員選挙のときに選挙権をもっていたのは約 45 万人で，全人口の約 1.1％にすぎなかった。

⑷ 日本は日露戦争に多額の軍事費を必要としたため，国債を発行して，お金を借り入れていった。

⑸ 衆議院で多数を占めていた立憲政友会の総裁の原敬が首相となり，立憲政友会の党員が，外務，陸軍，海軍以外

の大臣となる政党内閣を組織した。薩摩藩や長州藩などの出身者が中心となり行う政治を藩閥政治という。

⑹ 世界恐慌に対し，アメリカはニューディール政策，イギリスやフランスはブロック経済などの政策を実施した。

ドイツではヒトラー率いるナチスが政権を握り，イタリアではファシスト党が一大勢力となった。

⑺ アは 1922 年，イは 1925 年，ウは 1938 年，エは 19 世紀末から 20 世紀初めの出来事。

⑻ 1962 年のキューバ危機の反省から，核軍縮の機運が高まっていき，大気圏や宇宙空間，水中での核実験を禁止す

る部分的核実験禁止条約が 100 以上の国の間で結ばれた。

５ ⑴ 18 世紀末のフランスでは，都市の民衆や農民らを中心とした革命が起こり，国王と貴族を中心とする古い身分制

社会は打ちこわされ，市民を中心とした自由で平等な社会への道が開かれた。アのピューリタン革命，ウの権利章

典（権利の章典）の制定，エの世界で最初の産業革命はいずれもイギリスの出来事。

⑵ Ⅰ イタリアは冬の降水量が多く，夏の降水量が少なく乾燥する，温帯のうちの地中海性気候に属している。オ

リーブの生産量上位国はいずれも地中海沿岸に位置している。アのカカオ豆はアフリカ州のギニア湾沿岸のコート

ジボワール，ウの米とエのじゃがいもは中国が世界最大の生産国となっている。 Ⅱ ヴェネツィアの商人で

あったマルコ・ポーロは，父や叔父と一緒に東方への旅に出発し，1275 年に元の都であった大都に到着すると，皇

帝であったフビライ・ハンに重用され，政務に参加した。マルコ・ポーロの東方への大旅行の様子は『世界の記述

（東方見聞録）』に著されている。アは明，イは唐，エは清についての説明。

⑶ Ⅰ 経営規模が 30 ha 以上の農家の割合に着目すると，他の都府県と比べて北海道のほうが割合が大きいことが

分かる。北海道の畑作農家や酪農家は，広大な土地をいかし，大型の機械を用いた大規模な農業を行っている。

Ⅱ 17 世紀になると，松前藩はアイヌの人たちとの交易を独占する権利を江戸幕府によって認められた。

Ⅲ 日本では，東京で夏季オリンピック，札幌と長野で冬季オリンピックが開催されている。

⑷ ブラジルの主な輸出品目に注目すると，1970 年にはコーヒー豆や鉄鉱石，綿花など，特定の農産物や鉱産資源の

割合が大きかった。その後，工業化が進展していき，2018 年には機械類や自動車など工業製品を製造するように

なっていることが分かる。それにともなって，この約 50 年間でブラジルの輸出総額は約 89 倍へと大きく増加し

ている。このほかに，ブラジルではさとうきびなどを原料に，バイオエタノールが生産されている。バイオエタノー

ルは，燃やしても大気中の二酸化炭素の総量が増えない燃料で，再生可能エネルギーとして注目されている。


