


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
！

学

校

制

服

に

つ

い

て

、

「

あ

っ

た

ほ

う

が

い

い

」

と

答

え

た

制

服

非

着

用

者

の

割

合

は

、

制

服

着

用

者

の

半

分

に

も

満

た

な

い

。

そ

れ

で

も

、

「

ど

ち

ら

か

と

言

え

ば

、

あ

っ

た

ほ

う

が

い

い

」

と

い

う

答

え

ま

で

含

め

る

と

、

制

服

非

着

用

者

で

も

過

半

数

に

な

る

制

服

を

必

要

と

す

る

理

由

を

見

る

と

、

学

生

と

い

う

立

場

と

制

服

を

結

び

つ

け

る

感

覚

が

あ

る

程

度

浸

透

し

て

い

る

よ

う

だ

。

一

方

、

制

服

を

不

要

と

す

る

理

由

に

「

多

様

性

」

を

挙

げ

て

い

る

人

が

い

る

。

一

般

的

な

感

覚

が

多

数

派

で

も

、

少

数

派

の

考

え

を

否

定

す

る

理

由

に

は

な

ら

な

い

は

ず

だ

。

「

多

様

性

」

を

意

識

し

た

自

由

選

択

制

が

望

ま

し

い

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
を
踏
ま
え
、
資
料
Ｂ
と
関
連
さ
せ
、
学
校
制
服
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
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)

／
後
段
で
前
段
を
踏
ま
え
、
資
料
Ｂ
と
関
連
さ
せ
、
学
校
制
服
に
つ

い
て
の
自
分
の
考
え
を
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
の
読
み
取
り
〉

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
、
制
服
は｢

あ
っ
た
ほ
う
が

い
い｣

と
い
う
答
え
に
つ
い
て｢

制
服
着
用
者｣

と｢

制
服
非
着
用
者｣

を
比
較
し
、｢

制
服
非
着
用
者｣

の
割
合
の
少
な
さ
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、｢

制
服
非
着
用
者｣

の
回
答
か
ら
読
み
取
れ
る

こ
と
を
ま
と
め
て
い
る
。
資
料
の
読
み
取
り
で
は
、
数
値
の
大
き
い
も
の
や
小
さ
い
も
の
な
ど
、
目

立
つ
部
分
に
着
目
す
る
と
書
き
や
す
い
。

〈
自
分
の
考
え
〉

次
に
、
前
段
の
内
容
を
踏
ま
え
、
資
料
Ｂ
と
関
連
さ
せ
、
学
校
制
服
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を

書
く
。
右
の
作
文
で
は
、
資
料
Ｂ
を
意
識
し
て
、
③
で｢

制
服
は
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
理
由｣

、
④
で

｢

制
服
は
な
い
ほ
う
が
い
い
理
由｣

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
⑤
で
少
数
派
を
否
定
で

き
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
挙
げ
、
⑥
で｢

自
由
選
択
制｣

が
望
ま
し
い
と
い
う
自
分
の
考
え
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

、 。

2023FS３－２

こ
う
い
う
場
合
、

、
や

。
や｣

は

改
行
せ
ず
、
行
の
末
尾
に
入
れ
る
。

。
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●④
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う
と
し
た
の
だ
。
も
う
一
つ
、
盗
人
が
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
風
雨
」
と
い
う

天
候
で
あ
る
。
盗
人
は
悪
天
候
に
ま
ぎ
れ
て
外
か
ら
侵
入
す
る
と
考
え
る
の
が
一
般
的
と
言

え
る
。
自
分
の
犯
行
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
思
い
込
み
を
利
用
し
よ
う
と

い
う
計
画
だ
っ
た
の
だ
。
ａ
は
同
趣
旨
正
解
。

【
訳
】

昨
夜
、
風
雨
に
ま
ぎ
れ
て
盗
人
が
入
っ
た
と
い
う
家
が
あ
る
。
屋
敷
の
隅
に
塀
が
壊
さ

れ
た
跡
が
あ
る
。
皆
こ
こ
よ
り
入
っ
た
の
だ
と
言
う
ば
か
り
だ
っ
た
。
そ
の
中
の
一
人
が

言
う
に
は
、「
こ
れ
は
外
か
ら
破
れ
た
跡
で
は
な
い
。
だ
い
た
い
壁
は
打
っ
た
ほ
う
は
破

れ
が
少
な
く
、
そ
の
響
き
に
よ
っ
て
裏
の
ほ
う
が
大
き
く
崩
れ
る
も
の
だ
。
こ
の
破
れ
は

内
側
の
ほ
う
が
少
な
く
、
外
が
大
き
く
崩
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
内
側
か
ら
破
っ
た
も
の
だ
。

外
か
ら
盗
人
の
入
っ
た
よ
う
に
見
せ
る
細
工
だ
。
盗
人
は
必
ず
中
に
い
る
は
ず
だ
。
も
し

外
か
ら
来
た
の
な
ら
、
中
に
手
伝
い
を
す
る
者
が
い
る
は
ず
だ
」
と
。
探
し
た
と
こ
ろ
、

本
当
に
盗
人
は
中
に
い
た
の
だ
。

五

別
ペ
ー
ジ
の
解
答
例
参
照
。



け
な
い
道
理
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
つ
つ
、
筆
者
は
「
舞
い
上
が
っ
て
い
る
」
状
態
へ
の

注
意
を
促
し
て
い
る
。
前
の
部
分
で
、
「
実
際
、
チ
ヤ
ホ
ヤ
さ
れ
て
舞
い
上
が
っ
て
い
る
人

間
は
、
普
段
は
や
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
ま
で
平
気
で
や
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
」
と
述
べ
て

い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
れ
ば
よ
い
。
同
趣
旨
正
解
。

㈦

ウ
の
内
容
が
、
文
章
全
体
の
内
容
と
合
う
。
「
実
利
を
求
め
て
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
動
画
配
信
を
す

る
人
の
ほ
う
が
大
き
な
影
響
力
が
あ
る
」
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
ア
は
合
わ
な
い
。

筆
者
は
、「
『
肩
書
き
を
得
て
は
い
け
な
い
』…

…

『
ア
チ
ー
ブ
メ
ン
ト
を
望
ん
で
は
い
け
な

い
』…

…

『
Ｓ
Ｎ
Ｓ
ア
カ
ウ
ン
ト
や
動
画
配
信
で
人
気
を
集
め
て
は
い
け
な
い
』
な
ど
と
言

い
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
断
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
イ
も
合
わ
な
い
。
他
者
が

「
仮
面
を
つ
け
る
こ
と
を
要
求
」
す
る
と
い
う
内
容
の
記
述
は
な
い
の
で
、
エ
も
合
わ
な
い
。

三

㈠

傍
線
1
と
ウ
は
連
体
詞
。
連
体
詞
は
自
立
語
で
活
用
せ
ず
、
体
言
を
含
む
文
節
を
修

飾
す
る
。
ア
は
副
詞
、
イ
は
名
詞
、
エ
は
形
容
詞
。

㈡

五
年
生
の
と
き
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
場
面
に
注
目
す
る
。
「

章
あ
き
ら

の
父
親

は…
…

刑
に
服
し
て
い
る
」
と
い
う

噂
う
わ
さ

が
流
れ
、
そ
れ
を
耳
に
し
た

亮
り
ょ
う

二じ

は
、
そ
の
た
め

に
「
章
親
子
は
寂
し
げ
で
、
ど
こ
か
陰
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
親
子
ふ
た
り
で
静
か
に
暮
ら

し
て
い
る
」
の
だ
と
納
得
し
て
い
る
。

㈢

噂
に
つ
い
て
女
子
た
ち
が
章
に
確
認
し
て
い
る
と
き
に
亮
二
は
腹
を
立
て
て
い
て
、
そ
の

と
き
の
気
持
ち
に
つ
い
て
「
ク
ラ
ス
の
仲
間
じ
ゃ
な
い
か
、
友
達
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の

か
、
っ
て
思
っ
た
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
。
ま
た
、
章
か
ら
話
を
聞
き
、
う
な
ず
い
た
後
、

ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
向
か
っ
て
「
信
じ
ら
ん
ば
や
ろ
う
？
」
「
章
の
い
う
こ
と
ば
信
じ
ら
れ

ん
と
な
ら…

…

お
い
が
許
さ
ん
ば
い
」
と
力
強
く
言
っ
て
い
る
。
章
の
こ
と
を
信
じ
よ
う
と

伝
え
た
か
っ
た
の
だ
と
わ
か
る
。
同
趣
旨
正
解
。

㈣

こ
の
日
は
、
章
の
父
親
に
関
す
る
噂
を
女
子
た
ち
が
口
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ス

の
み
ん
な
が
「
半
ば
興
味
本
位
に
、
で
な
け
れ
ば
哀
れ
み
の
ま
な
ざ
し
で
、
距
離
を
と
っ
て

章
を
見
る
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
章
を
「
ク
ラ
ス
の
仲
間
」
と
言
い
換

え
た
亮
二
の
呼
び
か
け
と
、
先
生
が
や
っ
て
来
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
「
噂
好
き
の
意
地
悪

な
女
子
た
ち
を
指
さ
し
て
訴
え
」
る
女
子
が
現
れ
、
他
の
子
た
ち
も
そ
の
言
葉
に
同
意
し
て

い
る
。
そ
の
様
子
か
ら
亮
二
は
、
「
み
ん
な
が
章
を
優
し
い
目
で
見
て
」
い
る
よ
う
な
、
そ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
空
気
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
同
趣
旨
正
解
。

㈤

文
章
の
前
半
、
章
の
家
に
亮
二
が
よ
く
遊
び
に
行
っ
て
い
た
理
由
が
書
か
れ
て
い
る
部
分

で
、
「
初
め
て
で
き
た
親
友
だ
と
思
っ
て
い
た
」
「
尊
敬
で
き
る
男
に
出
会
っ
た
の
は
初
め
て

だ
、
と
も
思
っ
た
」
と
あ
り
、
亮
二
に
と
っ
て
章
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

㈥

小
学
生
の
頃
の
亮
二
と
章
の
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
が
、「
あ
の
頃
の
章
は
」
「
高
校
生
に

な
る
ま
で
」「
い
ま
も
思
う
」
「
も
う
ず
う
っ
と
昔
の
、
子
ど
も
の
頃
の
こ
と
に
な
る
け
れ

ど
」
な
ど
の
部
分
か
ら
、
過
去
を
回
想
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
（

）
の
中
の

言
葉
は
、
当
時
の
こ
と
を
思
い
返
し
て
い
る
、
現
在
の
亮
二
の
考
え
で
あ
る
。

四

㈠

歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
、
「
ア
段
音お

ん

＋
う
（
ふ
）
」
は
「
オ
段
の
長
音
」
と
発
音
す
る

の
で
、
「
入
り
た
る
や
う
に
」
の
「
や
う
」
は
「
ヨ
ー
」
と
発
音
す
る
。
現
代
仮
名
遣
い
で

は
、
「
オ
段
の
長
音
」
は
「
オ
段
＋
う
」
と
書
き
表
す
の
で
「
入
り
た
る
よ
う
に
」
と
な
る
。

㈡

壊
れ
て
い
る
塀
を
見
て
、
誰
も
が
こ
こ
か
ら
盗ぬ

す

人び
と

が
入
っ
た
と
考
え
た
が
、
壊
れ
方
か
ら

し
て
外
よ
り
破
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
一
人
が
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
塀
の
状
態
は
、
外

か
ら
盗
人
が
入
っ
た
よ
う
に
見
せ
る
細
工
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

㈢

壁
の
崩
れ
方
か
ら
し
て
、
「
盗
人
か
な
ら
ず
内
に
あ
る
べ
し
」
と
一
人
の
人
が
言
っ
た
の

で
探
し
た
と
い
う
流
れ
を
受
け
た
の
が
最
後
の
一
文
で
あ
る
。
実
際
に
「
盗
人
が
屋
敷
内
に

い
た
」
と
す
る
と
筋
が
通
る
。

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
ふ
に
極
ま
り
た
り
」
の
前
に
か
ぎ

か
っ
こ
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
前
に
「
皆
」
と
い
う
話
者
を
表
す
言
葉
が
あ
る
の

で
、
そ
の
直
後
の
「
こ
の
所
」
か
ら
「
と
い
ふ
」
の
前
ま
で
が
会
話
文
で
あ
る
。

㈤

塀
の
壊
れ
方
か
ら
「
外
か
ら
入
ら
れ
た
の
で
は
な
い
と
判
断
」
し
た
の
は
、
壁
は
打
っ
た

ほ
う
が
破
れ
が
少
な
く
、
裏
の
方
が
大
き
く
崩
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
屋
敷
の
塀
が
破
れ

が
内
側
の
ほ
う
が
少
な
く
、
外
側
が
大
き
く
崩
れ
て
い
る
た
め
だ
。
盗
人
は
、
屋
敷
の
内
側

か
ら
壁
を
壊
す
こ
と
で
、
壁
が
崩
れ
て
い
る
か
ら
盗
人
は
外
か
ら
入
っ
た
の
だ
と
思
わ
せ
よ



〔
解

答
〕（
一
問
㈠
・
二
・
三
問
㈠
・
四
問
㈠

２
点
×
12

一
問
㈡
㈤
・
三
問
㈡
㈤
・
四
問
㈡
～
㈣
㈤
ｂ

３
点
×
８

一
問
㈢
㈣
㈦
・
三
問
㈢
㈥
・
四
問
㈤
ａ

４
点
×
６

三
問
㈣

５
点

一
問
㈥

８
点

五

15
点
）

一

問
㈠

エ

㈡

ウ

㈢

フ
ォ
ロ
ワ
ー
や
視
聴
者
が
期
待
し
て
い
る
こ
と

㈣

ア

㈤

イ

㈥

他
人
か
ら
褒
め
ら
れ
た
り
、
世
間
か
ら
評
価
さ
れ
た

り
す
る
こ
と
を
う
れ
し
く
感
じ
、
舞
い
上
が
っ
て
普
段
は
や
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
ま

で
平
気
で
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
。(
例)

㈦

ウ

二

問
㈠
①

て
っ
て
い

②

あ
こ
が(
れ)

③

よ
う(

す
る)

④

と
う
り
ゅ
う
も
ん

⑤

厳(

し
く)

⑥

課(

す)

⑦

往
復

⑧

追
究

㈡

ア
・
ウ(

完
答)

三

問
㈠

ウ

㈡

イ

㈢

章
の
言
う
こ
と
を
信
じ
る
べ
き
だ(

例)

㈣

章
を
興
味
本
位
や
哀
れ
み
の
ま
な
ざ
し
で
、
距
離
を
と
っ
て
見
る
と
い
う
空
気

か
ら
、
ク
ラ
ス
の
仲
間
で
あ
る
章
の
言
葉
を
信
じ
よ
う
と
い
う
優
し
い
空
気
に
変

わ
っ
た
。(

例)

㈤

初
め
て
で
き
た
親
友
・
尊
敬
で
き
る
男(

完
答)

㈥

エ

四

問
㈠

入
り
た
る
よ
う
に

㈡

ウ

㈢

ア

㈣

こ
の
所
よ
り
入
り
た

る

㈤

ａ

破
れ
が
内
側
に
少
な
く
、
外
側
が
大
き
く
崩
れ
て
い
る(

例)

ｂ

風
雨

五

別
ペ
ー
ジ
の
解
答
例
参
照

〔
解

説
〕

一

問
㈠

傍
線
1
と
エ
の
「
ご
覧
に
な
っ
て
」
は
尊
敬
語
。
ア
の
「
う
か
が
う
」
、
ウ
の

「
い
た
だ
い
た
」
は
謙
譲
語
。
イ
の
「
ご
ざ
い
ま
す
」
は
丁
寧
語
。

㈡

Ａ

の
前
で
、「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
数
や
動
画
サ
ー
ビ
ス
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
登
録

者
数
」
に
よ
っ
て
「
承
認
欲
求
が
充み

た
さ
れ
る
」
と
、
「
い
ま
ど
き
」
に
つ
い
て
述
べ
た
う

え
で
、
「
承
認
欲
求
が
充
た
さ
れ
る
以
上
の
意
味
」
が
あ
る
と
い
う
現
在
の
状
況
を
付
け
加

え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
累
加
・
添
加
の
働
き
を
す
る
「
ま
た
」
が
入
る
。

Ｂ

の
前
で

は
、「
自
分
と
は
違
っ
た
演
技
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仮
面
」
こ
そ
が
「
何
者
か
に
な
っ

た
姿
」
と
い
う
見
方
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
後
で
は
、
筆
者
は
「
そ
の
よ
う
な
見
方
は

採
用
し
」
な
い
と
、
前
に
述
べ
た
内
容
を
否
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
逆
接
の
「
し
か
し
」

が
入
る
。

㈢

「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
動
画
配
信
の
ア
カ
ウ
ン
ト
」
に
つ
い
て
、
「
影
響
力
や
実
利
に
結
び
つ
い
て
い

る
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
「
例
外
な
く…

…

そ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
は
視
聴
者
に
期
待
さ
れ
る

『
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
』
へ…

…

切
り
貼
り
し
た
『
コ
ン
テ
ン
ツ
』
へ
と
変
わ
っ
て
」
い
く
と
筆

者
は
述
べ
て
い
る
。
そ
の
内
情
と
し
て
、「
フ
ォ
ロ
ワ
ー
や
視
聴
者
が
期
待
し
て
い
る
こ
と

を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
く
」
と
、
自
分
の
表
現
し
た
い
も
の
で
は
な
く
他
人

に
求
め
ら
れ
る
も
の
へ
と
表
現
内
容
が
変
化
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

㈣

「
肩
書
き
の
問
題
」
と
似
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
動
画
配
信
に
よ
っ
て

「
自
分
と
は
違
っ
た
演
技
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仮
面
」
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
な
り
、

「
重
荷
に
な
っ
た
り
、
自
分
が
何
者
な
の
か
が
わ
か
ら
な
く
な
る
可
能
性
」
が
あ
る
こ
と
だ
。

よ
っ
て
、
「
肩
書
き
の
問
題
」
も
自
分
自
身
を
演
じ
る
こ
と
で
重
荷
に
感
じ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

㈤

「
チ
ヤ
ホ
ヤ
さ
れ
て
舞
い
上
が
っ
て
い
る
人
間
は
、
普
段
は
や
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
ま
で

平
気
で
や
っ
て
し
ま
う
」
こ
と
を
表
す
の
だ
か
ら
、
能
力
が
な
い
者
で
も
お
だ
て
ら
れ
て
能

力
以
上
の
こ
と
を
や
る
と
い
う
意
味
の
「
豚
も
お
だ
て
り
ゃ
木
に
登
る
」
が
合
う
。
ア
の

「
石
橋
を
た
た
い
て
渡
る
」
は
、
非
常
に
用
心
深
い
こ
と
。
ウ
の
「
医
者
の
不
養
生
」
は
、

専
門
家
ほ
ど
自
分
の
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
。
エ
の
「
棚
か
ら
ぼ
た
も

ち
」
は
、
思
い
が
け
な
い
幸
運
に
あ
う
こ
と
。

㈥

具
体
例
と
し
て
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
ブ
ロ
グ
や
動
画
配
信
な
ど
で
あ
り
が
ち
」
な
こ
と
を
挙
げ
た

う
え
で
、
筆
者
の
見
解
を
ま
と
め
て
い
る
の
が
最
後
の
段
落
。
「
他
人
か
ら
褒
め
ら
れ
た
り
、

世
間
か
ら
評
価
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
自
体
は
う
れ
し
い
こ
と
で
す
し
、
そ
れ
を
喜
ん
で
は
い

＜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
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３
｜
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１ ⑴ Ｘ…ア，Ｙ…ウ(完答) ⑵ ウ ⑶ 気孔 ⑷ 葉…イ，根…ウ(完答)

⑸ (ふの部分は)細胞に葉緑体がないから。(例)

２ ⑴ 自然の状態で自家受粉しやすいから。(例) ⑵ 分離の法則

⑶ 50％ ⑷ ウ，エ(順不問・完答) ⑸ イ

３ ⑴ ア ⑵ 限られた環境にしかすめないという特徴。(例)

⑶ イ，オ(順不問・完答) ⑷ オ ⑸ ６ｍ

４ ⑴ ア ⑵ イ ⑶ 94％ ⑷ ①…低く，②…低く(完答) ⑸ エ

５ ⑴ ①…15ｇ，②…５ｇ(完答) ⑵ エ

⑶ (化学変化の前後で，)物質をつくる原子の組み合わせは変化するが，原子の種類や数は変わらないから。(例)

⑷ 86.20 ｇ ⑸ 炭酸水素ナトリウム…1.75 ｇ，気体…0.91 ｇ(完答)

６ ⑴ 電解質 ⑵ エ ⑶ H2SO4 → 2H＋＋ SO4
2－

⑷ (原子が)電子を１個失ってできた。(例) ⑸ 操作１…ウ，操作２…イ(完答)

７ ⑴ 作用点 ⑵ 右図参照 ⑶ 10.39 cm ⑷ 1.25 倍 ⑸ ウ

８ ⑴ 電気エネルギー ⑵ ア ⑶ Ｘ…(操作)１，Ｙ…２倍(完答) ⑷ イ

⑸ コイルが半回転するごとに，電流の向きを逆にしている。(例)

〔解 説〕

１ ⑴，⑵ 植物は光が当たると，水と二酸化炭素を原料に，葉緑体でデンプンなどの養分と酸素をつくり出す，光合成

のはたらきを行う。植物に光を当てずにおくと，光合成は行われずに呼吸だけが行われるため，葉のデンプンが使

われてなくなる。日光に当てた袋Ａでは光合成が呼吸よりも盛んに行われ，二酸化炭素(気体Ｐ)が減少して酸素(気

体Ｑ)が増加する。暗室に置いた袋Ｂでは呼吸だけが行われ，二酸化炭素が増加して酸素が減少する。空気中に含

まれる気体の体積の割合は，窒素が約 78％，酸素が約 21％，ほかに，二酸化炭素が約 0.04％などである。

⑶ 葉や茎の表皮にある気孔は，三日月形の孔辺細胞に囲まれたすきまであり，蒸散による水蒸気の出口にもなる。

⑷ 葉のアと根のエは，根から吸い上げられた水と肥料分が通る道管。葉のイと根のウは，光合成によってつくられ

たデンプンが，水にとけやすい物質となって通る師管である。これらが束のようになったものを維管束という。

⑸ ふの部分の細胞には葉緑体がないため，光合成が行われず，デンプンはつくられない。

２ ⑴ 自然の状態では，エンドウは１つの花の中で自家受粉を行う。花粉は柱頭につくと花粉管をのばし，その中を，

精細胞が胚
はい

珠
しゅ

へ向かって移動する。精細胞の核と，胚珠の中にある卵細胞の核が合体することを，受精という。

⑵ 細胞の核にある染色体は，同じものが２本(１対)ずつになっている。減数分裂によって生殖細胞がつくられると

きは，対になっている染色体が遺伝子とともに移動して，別々の生殖細胞に入る。これを分離の法則という。

⑶，⑷ 丸い種子の純系を RR，しわのある種子の純系を rrとして交配したとき，子の代はすべて Rrとなり，Rr どう

しを交配した孫の代では，RR：Rr：rr＝１：２：１ の割合となる。よって，孫の代での純系(RR，rr)の割合は全

体の半分。子で rr の組み合わせができるのは，両方の親がそれぞれｒの遺伝子を持っている場合である。

⑸ 純系どうしの交配で子に現れる形質を顕性形質，子に現れない形質を潜性形質といい，エンドウの種子の形にお

ける対立形質は，丸が顕性形質，しわが潜性形質である。ア～エのそれぞれで組み合わせになっている２つの形質

のうち，どちらを顕性形質と仮定しても図が成り立つ可能性のあるものは，どちらが顕性形質か特定できない。イ

は，ｃを潜性，ｄを顕性と仮定すると，子が潜性どうしになって孫に顕性は現れないので，ｃが顕性と特定できる。

３ ⑴ 川などの流水によって流されてきた土砂のうち，れきは海岸付近に，泥は沖合に堆積することから考える。

⑵ サンゴはあたたかく浅い海，シジミは河口や湖に生息する生物であるため，これらの化石を含む地層が堆積した

当時の環境を推定できる。限られた期間に栄えた生物の化石は，地層が堆積した地質年代を示す示準化石となる。

⑶ 凝灰岩は，火山灰や軽石が押し固められてできた堆積岩であり，マグマが冷え固まった鉱物の結晶を含む。アは

深成岩，ウは石灰岩やチャート，エはチャート，カはれき岩，砂岩，泥岩の特徴である。

⑷，⑸ 地層は東西方向には傾いていないので，地点ＡとＢで凝灰岩の層は標高が等しく，その上に重なっている地

層の厚みには，標高の差と同じ 20ｍの差があると考えられる。よって，図２のⅡは地点Ａの柱状図，Ⅲは地点Ｂの

柱状図である。同様に，地点Ｃ(Ⅰ)と地点Ｄでは凝灰岩の層の標高が等しいことから，Ⅰにおける深さ 20ｍの位

置が，地点Ｄにおける地表面となる。

2023FS ３－２

〔解 答〕(配点：１⑶⑸，２⑴⑵⑸，３⑵⑸，４⑶～⑸，５⑶⑸，６⑶～⑸，

７⑵⑶⑸，８⑶⑸ ３点× 20 他 ２点× 20)



４ ⑴ ピストンを引くと空気が膨張して気圧が下がり，温度が下がる。露点まで達すると，水蒸気が凝結する。

⑵ ア，ウ，エは上昇気流が発生する例で，気圧の低い上空で雲が発生する。イの例は気圧の変化に関係しない。

⑶，⑷ 湿度は，飽和水蒸気量に対する空気中の水蒸気量の割合を百分率で表したものである。気温が 25℃，露点が

24℃のときの湿度は，表より
21.8

23.1
× 100 ＝ 94.3…〔％〕 飽和水蒸気量は気温が高いほど大きいため，気温が同

じであれば，水でぬらさなければ空気中に含まれる水蒸気量が少なくなり，湿度が同じであれば，気温が低いほど

空気中に含まれる水蒸気量が少ないことになる。空気中に含まれる水蒸気量が少ないほど，露点は低い。

⑸ つゆの時期にできる停滞前線は，夏になると勢力を増す小笠原気団に押されるように，北へと移動していく。

５ ⑴ 質量パーセント濃度が５％の水溶液 20ｇにおける溶質の質量は，20 × 0.05 ＝１〔ｇ〕 20％の塩酸 100ｇにお

ける溶質の質量は 100 × 0.20 ＝ 20〔ｇ〕なので，溶質１ｇを含む 20％の塩酸の質量を x ｇとすると，100：20

＝ x：１ x ＝５〔ｇ〕 よって，20％の塩酸５ｇを，水 20－５＝ 15〔ｇ〕に加えればよい。

⑵，⑶ 塩酸(HCl)と炭酸水素ナトリウム(NaHCO3 )の反応では，CO2(二酸化炭素)，H2O(水)，NaCl(塩化ナトリ

ウム)が生じる。このうち，CO2と H2O は分子をつくり，NaClは分子をつくらない。化学変化の前後では，原子

の組み合わせは変わるが原子の種類や数は変わらないため，質量は変化しない。これを質量保存の法則という。

⑷ ビーカーＣとＤで，反応後の全体の質量の差は 1.00ｇであり，発生する気体の質量はＣ以降で増加しなくなった

ことがわかる。よって，ビーカーＥの反応後の質量は，Ｄより 1.00ｇ多い 85.20 ＋ 1.00 ＝ 86.20〔ｇ〕である。

⑸ 発生した気体の質量は，ビーカーＡで (82.50 ＋ 1.00)－ 82.98 ＝ 0.52〔ｇ〕 同様にＢで 1.04ｇ，Ｃで 1.30ｇ，

Ｄで 1.30ｇ。よって，うすい塩酸 20 cm3を過不足なく反応させるのに必要な炭酸水素ナトリウムの質量を x ｇと

すると，1.00：0.52 ＝ x：1.30 x ＝ 2.50〔ｇ〕であり，このときに気体 1.30ｇが発生することがわかる。うすい

塩酸 14 cm3を過不足なく反応させるのに必要な炭酸水素ナトリウムの質量を y ｇとすると，20：2.50 ＝ 14：y
y ＝ 1.75〔ｇ〕であり，このとき発生する気体の質量を z ｇとすると，20：1.30 ＝ 14：z z ＝ 0.91〔ｇ〕

６ ⑴ 水にとかすと電流が流れる物質を電解質，水にとかしても電流が流れない物質を非電解質という。

⑵ pH は７が中性で，値が小さいほど酸性が強く，値が大きいほどアルカリ性が強い。食塩水は中性で，水酸化カル

シウム水溶液はアルカリ性，硫酸は酸性。なお，水酸化カルシウム水溶液とは，石灰水のことである。

⑶～⑸ 硫酸(H2SO4 )中には，陽イオンの水素イオン(H＋)と陰イオンの硫酸イオン(SO4
2－)が含まれ，水酸化カル

シウム水溶液(Ca(OH)2 )中には，陽イオンのカルシウムイオン(Ca2＋)と陰イオンの水酸化物イオン(OH－)が含

まれている。陽イオンは原子が電子を失って＋の電気を帯びたものであり，陰イオンは原子が電子を受け取って－

の電気を帯びたものである。酸の水溶液には水素イオンが，アルカリの水溶液には水酸化物イオンが含まれ，BTB

溶液は，酸性で黄色，中性で緑色，アルカリ性で青色を示す。＋の電気を帯びた水素イオンは陰極に，－の電気を

帯びた水酸化物イオンは陽極に引かれるため，黄色くなった部分は陰極側へ，青くなった部分は陽極側へ広がる。

７ ⑴，⑵ 物体にはたらく力は，力のはたらく点(作用点)，向き，大きさという３つの要素をもち，点と矢印で表すこ

とができる。図４で，直方体Ｘには，重力と，スポンジＱが直方体Ｘを垂直に押す力(垂直抗力)がはたらいている。

これらの力はつり合っているため，｢大きさが等しく，一直線上にあり，向きが反対である｣という関係が成り立つ。

⑶ スポンジのへこみを考えないときの全体の高さは ４×３＝ 12〔cm〕 スポンジＱは 10Ｎの力がはたらいたと

きに 1.0 cm へこむので，直方体ＸとスポンジＰの質量による 10.1Ｎの力がはたらいたときのへこみの深さは，

10：１＝ 10.1：x x ＝ 1.01〔cm〕である。よって，全体の高さは 12 －(0.6＋ 1.01)＝ 10.39〔cm〕

⑷ 力の大きさが同じであれば，圧力の大きさは，力がはたらく面積の大きさに反比例する。

⑸ 直方体Ｘにはたらく重力の大きさは 10Ｎ。面Ｃの面積は ５×４＝ 20〔cm2〕＝ 0.002〔m2〕であるため，圧力

の大きさは 10 ÷ 0.002 ＝ 5000〔Pa〕 ウでは，６×３÷ 0.0036 ＝ 5000〔Pa〕であり，等しい。

８ ⑴ 電気のもつ，熱や光，音を発生させたり，物体を動かしたりすることのできる能力を，電気エネルギーという。

⑵ 並列回路では，各電熱線に流れる電流の大きさの和が回路全体の電流の大きさに等しく，回路のどの部分でも電

圧の大きさが等しい。電熱線ＰとＱは抵抗が等しいので，どちらにも 0.50 ÷２＝ 0.25〔Ａ〕の電流が流れている。

オームの法則より，各電熱線に加わる電圧の大きさは 0.25x となり，これは電源装置の電圧に等しい。

⑶ 実験１では，電熱線Ｑを取り除くと，モーターの回転がおそくなった。これは，電熱線１本の回路は並列回路よ

りも抵抗が大きく，流れる電流が小さくなったため。よって，操作１と２を比較すると，電圧の小さかった操作１

の方がモーターの回転がおそく，おもりを持ち上げるのに時間がかかったと考えられる。電圧が２倍になると電流

も２倍になるため，電力は４倍になる。よって，仮に操作１での電力を x とすると，操作２での電力は４ x。電力

量は電力と時間の積であることから，操作１の電力量は４x，操作２の電力量は８x と表すことができる。

⑷，⑸ 電流による磁界は，右ねじが進む向きに電流を流したとき，右ねじを回す向きにできるため，コイルの上側

と下側で逆向きになる。モーターの内部では，コイルが半回転するごとに整流子とブラシのふれ方が変わるため，

コイルに流れる電流の向きが切りかわり，つねに一定の向きに力がはたらいて連続回転するようになっている。



１  ア  イ



ウ 𮛐    ，  ア  イ 8

 第  四分位数が大きい班  班 第  四分位数  点

 ア ∠OMA 度 イ 8   右の図（例）（部分点あり）

２   通り  解説参照（部分点あり） 



３     ア   イ  枚

４        右の図  解説参照（部分点あり）

５   組の向かいあう辺が等しくて平行

 解説参照（部分点あり）  BC 

〔解 説〕
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 𮛐   𮛐  
 𮛐   𮛐 
𮛐   𮛐 

 𮛐   𮛐  
 𮛐 


 𮛐   𮛐   𮛐   𮛐   𮛐 

 8 8 左辺を因数分解すると，  または 

よって， ，

 ア 



に  ， を代入すると，





イ △ADBと△DCBで，底辺をそれぞれ AD，DCとしたときの高さは BD で等しいから，

ADDC△ADB△DCB よって，DCAC






8

 より，点 Bの  座標は 





に  を代入すると，



8 したがって，点 Bの  座標は 8

 第  四分位数とは，データを大きさの順に並べたときの中央の値  中央値  である。

 班の生徒  人の得点を低い順に並べると，8，，，，，，8 となり，中央値は，低い方から  番目

の生徒の得点だから， 点である。 班の生徒 8 人の得点を低い順に並べると，，，，，，，8， と

なり，中央値は，低い方から  番目と  番目の生徒の得点の平均値だから，



8 点 である。

 ア △OAM△OBM（ 組の辺がそれぞれ等しい）より，∠OMA∠OMB

イ △OMNは，OMONの二等辺三角形だから，∠MON のとき，正三角形となる。

よって，OMMNAD  より，△OAB



8 

したがって，四角すい OABCD の表面積は，88 

 円の接線は，接点を通る半径に垂直である。

よって，点 C を通る直線 OC の垂線と，線分 AB の垂直二等分線との交点が Pとなる。

２   枚のカードの取り出し方は全部で，， ，， ，， ，， ，， ，， の  通りで，そのう

ち和が  の約数である場合は をつけた  通り。

 つくった  けたの整数は，，，，，，，，，，，， の  通りで，そのうち， の倍数

は ，，， の  通り， の倍数は ，， の  通り。よって， の倍数になるときの方が起こりやすい。

FS ３－２

〔解 答〕(配点：１ ，４ ２点×４ ２ ，４ ６点×２ ５ ８点 他 ４点× 8)

y

x



 カードの取り出し方とつくった  けたの

整数の組み合わせは，右の図の  通り。

このうち， 以上となる場合は〇をつけた

8 通りだから，求める確率は，
8






３  できた長方形の縦の長さは

  ，

横の長さは  

よって，周の長さは  

 できた長方形の縦の長さは   横の長さは  

よって，長方形の面積について，8 が成り立つ。この式を整理すると，

  ，  は自然数だから， よって，紙の枚数は，（枚）

４   ， 



8



888 

 給水口を開いてから  分後の水そう B の水の深さは



8  888 より，給水の量

を変えてから  分後（給水口を開いてから  分後）に水そう B の水の深さは   になる。，

のとき，それぞれ一定の割合で水の深さが増えるから， 点 ，，，8，， を結ぶ折れ線をかけばよい。

 操作をはじめてから  分後の  つの水そうの水の深さを   とすると， つの水そうの水の深さが等しくなる

のは， のとき。水そう A について，8 のとき， 8 水そう B について， のと

き，8  つの式より，88 8  



これは，8 を満たす。




分


分 分  秒

５  △ECFと△EDGにおいて，

仮定から， EFEG …①

∠BCD∠ECD …②

四角形 DBCFは平行四辺形で，平行線の錯角は等しいから，

∠BCD∠EDC …③

②，③より， ∠ECD∠EDC …④

④より，△ECD は∠Eを頂角とする二等辺三角形だから，

ECED …⑤

対頂角は等しいから， ∠CEF∠DEG …⑥

①，⑤，⑥より， 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから，

△ECF△EDG

 DEEF より，DE ，EF とおく。平行四辺形の向かいあう角は等しいから，∠ABC∠EFC

DFBC で，錯角は等しいから，∠ACB∠FEC また，∠ABC∠ACBより，∠FEC∠EFCだから，

CECF よって，△ECF，△EDGは二等辺三角形。平行四辺形の向かいあう辺は等しいことと，

△ECF≡△EDGより，BC  ，BDCFCEDGDE ，EGEF したがって，四角

形 DBCGの周の長さは，BCCEEGGDDB  BC



 



１ ⑴ ア ⑵ アマゾン（川） ⑶ ①…西，②…イラン，③…イスラム教（完答） ⑷ カ ⑸ B

⑹ 水道管や燃料パイプ管から発せられる熱で永久凍土がとけて（例）

⑺ Ⅰ ア Ⅱ 産業の中心が，中西部で行われていた重化学工業から，南部での情報通信技術産業などに移っ

たから。（例）

２ ⑴ ウ ⑵ ① ⑶ 長崎県は島が多く，島ごとに小学校が必要になるため。（例）

⑷ a ウ ｂ 太平洋ベルト

⑸ 気候の特色：降水量が少ない。（例） 農業の工夫：資料５の地域では，ため池で農業用水を確保し，資料６

の地域では，地下から水をくみ上げて散水している。（例） ⑹ ア

３ ⑴ ウ ⑵ ア…古事記，イ…風土記（完答）

⑶ 自分の娘を天皇のきさきにし，その子を次の天皇に立てることで天皇との結びつきを強くした。（例）

⑷ フビライ・ハン ⑸ C ⑹ 刀や脇差，鉄砲などの武器を所有する（例）

⑺ イ ⑻ 日本が韓国を併合したこと。（例） ⑼ ニューディール（政策） ⑽ ア

４ ⑴ 茨城（県） ⑵ イ ⑶ ロック ⑷ ウ

⑸ 高速道路のインターチェンジ付近などに工業団地が建設されるようになり（例）

⑹ 寒さを防ぐための衣服の材料（例） ⑺ ア，イ，ウ（完答）

５ ⑴ ICT ⑵ 効率…エ，公正…ア（完答） ⑶ ウ ⑷ 先住民族

⑸ 天皇は主権者だったが，日本国憲法では日本国及び日本国民統合の象徴（例） ⑹ ウ

⑺ 65 歳以上の高齢者の人口の割合が増加するのに対して，保険料を負担する世代を含む 15～64 歳人口が減

少し，将来的に保険料を負担する０～14 歳人口も減少しているので，15～64 歳の世代にかかる経済的な負担が

重くなっていくと考えられる。（例）

〔解 説〕

１ ⑴ 北回帰線は北緯約 23 度のところにあり，ミャンマーやサウジアラビア，エジプト，メキシコなどの国々を通って

いる。イが緯度０度の赤道であることから，その北側にあるアが北回帰線であると判断する。

⑵ アマゾン川は世界最大の流域面積を有する河川で，南アメリカ大陸のブラジルやペルー，ボリビアなどの国々を

流れ，三大洋の一つである大西洋へと注ぐ。世界最長の河川はナイル川である。

⑶ イランはアジア州のうちの西アジアに属している国で，国民のほとんどがイスラム教を信仰している。サウジア

ラビアもイランと同じく西アジアに属していて，イスラム教の信仰が非常にさかんな国である。ヒンドゥー教はイ

ンドで信仰が盛ん。中央アジアにはウズベキスタンやカザフスタンなどが属している。

⑷ 成田国際空港を出発するとき，ある都市の現地時間は，到着日時の 10月 10 日午後１時 30 分から，飛行時間の

10 時間 30 分を引いた 10 月 10 日午前３時となる。成田国際空港を出発するときの日本時間は 10 月 10 日午後

７時なので，日本が 16 時間進んでいることが分かる。カ～ケの中では，世界の時刻の基準となる本初子午線が通

るケのロンドンが日本から９時間遅れなので，それ以上に日本から遅れているカのデンバー（アメリカ合衆国）があ

てはまる。

⑸ アには B のオーストラリア，イには A のチリ，ウには D のボツワナ，エには C のナイジェリアがあてはまる。

ボツワナやナイジェリアのように，特定の鉱産資源や農産物に輸出の多くを依存している経済状態をモノカル

チャー経済という。モノカルチャー経済では，輸出する鉱産資源や農産物の価格に経済が大きく影響されるため，

経済が安定しないという問題点がある。

⑹ E はロシア連邦北部のシベリア。永久凍土とよばれる凍結した土壌や地盤が広がっているため，管を地中に潜ら

せて設置すると，熱で永久凍土がとけて建物などが傾くおそれがある。

⑺ Ⅰ 資料４の三つの中で，人口は中国が最大で，GDP はアメリカ合衆国が最大である。 Ⅱ アメリカ合衆

国では，19 世紀末から 20 世紀初めにかけて五大湖周辺での重化学工業が大きく発展したが，20 世紀半ばから後

半にかけてサンベルトとよばれる北緯 37度以南の地域を中心に情報通信技術産業などが発展した。

２ ⑴ アの豚は鹿児島県や宮崎県，イの乳用牛は北海道や栃木県，ウの肉用牛は北海道や鹿児島県で飼育頭数が多い。

⑵ 長野市は中央高地の気候に属し，標高が高い地点にあり三つの都市の中で降水量が最も少ない。新潟市は日本海

側の気候に属し，北西の季節風の影響を受けて冬の降水量（降雪量）が多い。浜松市（静岡県）は太平洋側の気候に属

し，南東の季節風の影響を受けて夏の降水量が多い。

⑶ 長崎県は海に面しており島が多いこと，滋賀県は海に面していないことなどに着目する。一般的に，島（離島）が

〔解 答〕（配点：５⑺ ８点×１ １⑺Ⅱ，５⑸ ４点×２

2023FS ３－２

１⑹，２⑶⑹，３⑵⑶⑹⑻，４⑸⑹⑺ ３点× 10 他 ２点× 27）



多いと，他の島への通学が困難になるため，島ごとに小学校が必要になり，小学校数が多くなる。

⑷ a 三つの中で，製造品出荷額が最も大きいイは中京工業地帯。製造品出荷額が最も小さいアは京浜工業地帯。

金属の割合が大きいウは阪神工業地帯。 b 太平洋ベルトの中に，三大都市圏の中心部や主要な工業地帯・地

域が位置している。

⑸ アメリカ合衆国では，西経 100 度よりも西側の降水量が少なくなっている。香川県が属する瀬戸内の気候は，中

国山地と四国山地にはさまれ，夏も冬も季節風の影響が少なく，一年を通して降水量が少ないという特色がある。

⑹ 東北地方の太平洋側の地域では，やませとよばれる冷たい北東風が吹くと冷害が発生し，平年と比べて米の収穫

量が大きく減少することがある。

３ ⑴ 隋は６世紀後半から７世紀前半，唐は７世紀前半から 10 世紀初めまでそれぞれ成立していた。アとイは８世紀

半ば，ウは 10 世紀半ば，エは７世紀後半の出来事。

⑵ 奈良時代には，最古の歌集である「万葉集」や各地の伝承などをまとめた「風土記」のほか，国のおこりを明らかに

しようとする動きのもとで「古事記」や「日本書紀」などの歴史書も編さんされた。

⑶ 藤原氏は，他の貴族をたくみに排除し，娘を天皇のきさきにしてその子を次の天皇にした。そして，天皇が幼い

時には摂政，成人すると関白という職について，天皇に代わって政治を動かすほどの権力を手にした。

⑷ フビライ・ハンのもとで元軍が二度にわたり日本に攻め込んできた出来事を元寇という。

⑸ 中国の明との勘合貿易は，室町幕府３代将軍の足利義満によって 1404年に始められた。

⑹ 刀狩と太閤検地を行ったことにより，武士と農民の身分を区分する兵農分離が進んだ。

⑺ 化政文化は 19 世紀前半に江戸を中心に栄えた。B は 17 世紀末から 18 世紀初めにかけて，資料２の X の上方

（大阪や京都など）で栄えた元禄文化について述べている。

⑻ 1910 年，日本が軍事力を背景に韓国を併合して植民地としたことを，石川啄木は批判している。

⑼ 世界恐慌に対し，植民地を多く有していたイギリスなどは，本国と多くの植民地との貿易を拡大しながら，他国

の商品には高い関税をかけるブロック経済とよばれる政策を行った。また，ソ連は社会主義経済のもとで計画経済

の体制をとっていたため，世界恐慌の影響をほぼ受けなかった。

⑽ 小笠原諸島の日本返還は 1968 年，沖縄の日本返還は 1972 年で，いずれも佐藤栄作内閣のときの出来事。イは

1951 年で吉田茂内閣，ウは 1956年で鳩山一郎内閣，エは 1993年で細川護熙内閣での出来事。

４ ⑴ 日本最長の河川は信濃川，流域面積が日本最大の河川は利根川である。

⑵ 富岡製糸場が操業を開始したのは 1872 年で，同じ年に新橋・横浜間に鉄道が開通した。アは第一次世界大戦中

の時期，ウは 1880 年代後半以降，エは江戸時代後半の 19 世紀前半のころの様子についての説明。

⑶ ロックの「統治二論」のほか，モンテスキューの「法の精神」，ルソーの「社会契約論」などの書物が，ヨーロッパの

市民革命や人権思想の確立などに影響を与えた。

⑷ ウは弥生時代の様子について述べている。旧石器時代では人々は定住せず，打製石器を用いて大型の動物の狩り

などを行い生活していた。

⑸ 北関東工業地域は，広大な土地を利用して，道路の整備により工業団地が形成されて発展していった。

⑹ アルパカは，おもにその毛をアンデス山脈の人々の衣装や帽子に利用するために，リャマはおもに荷物の運搬用

として飼育されている。

⑺ エ…福井県の第３次産業就業者人口は約 27 万人で 30 万人以下なので誤っている。

５ ⑴ 情報通信技術（ICT）が発達，普及していったことで，大量の情報を簡単に処理して，世界中の人々と素早くコミュ

ニケーションを取れるようになった。

⑵ アはだれもが公共交通機関を利用できるようにするべきだという点で「公正」の考え方に，エは税金を無駄にしな

いという点で「効率」の考え方に立っている。イは高齢者，ウはＸ町を優先する意見で，市全体の公正と効率の考え

方に合わない。公正と効率の視点などをもとに，合意を形成していくことが求められる。

⑶ 1919 年にドイツで制定されたワイマール憲法で，世界で初めて社会権が規定された。

⑷ 現代社会にはまださまざまな差別が残っている。国連では，人種差別撤廃条約，女子差別撤廃条約，障がい者の

権利を確保するための障害者権利条約などの条約を採択しており，日本もこうした条約を批准している。

⑸ 天皇は，大日本帝国憲法では主権者だったが，現行の日本国憲法では日本国及び日本国民統合の象徴であると規

定され，内閣の助言と承認に基づき国事行為を行う。

⑹ アは自由権のうちの経済活動の自由，イは身体の自由に関して規定している。エの教育を受ける権利は社会権に

含まれている。社会権にはこの他に，生存権や勤労の権利（勤労権），労働基本権が含まれている。

⑺ 文では，高齢者の生活を支える制度は，20～60 歳の世代が納める保険料を，高齢者が受け取るというしくみであ

ることが記されている。しかし，資料２から読み取れるように，15～64 歳の人口が減少して 65 歳以上の高齢者の

人口が増えているため，資料３のように，高齢者１人を支える 15～64 歳の世代の人数が年々減少している。また，

将来的に保険料を納める世代となる０～14 歳人口も減少している。これらにより，15～64歳の現役世代にかかる

経済的な負担が重くなっていて，その傾向は今後も続く可能性が高いことが分かる。


