


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
！

福

井

は

、

日

本

一

の

車

依

存

社

会

と

言

わ

れ

る

だ

け

あ

り

、

東

京

や

大

阪

等

の

都

市

部

と

比

べ

る

と

、

世

帯

当

た

り

の

車

普

及

台

数

が

二

倍

以

上

で

あ

る

。

前

年

の

順

位

と

比

較

し

て

も

違

い

は

見

ら

れ

ず

、

車

に

依

存

し

て

い

る

状

況

は

改

善

し

て

い

な

い

よ

う

だ

私

は

③

を

選

ぶ

。

買

い

物

を

し

た

い

お

店

、

飲

食

店

、

公

共

施

設

な

ど

が

離

れ

て

い

る

場

合

が

多

い

。

そ

の

た

め

、

父

の

運

転

す

る

車

で

移

動

す

る

が

、

最

近

は

環

境

へ

の

悪

影

響

や

事

故

の

こ

と

が

気

に

な

り

始

め

た

。

街

の

構

造

を

見

直

し

て

歩

け

る

範

囲

に

施

設

を

集

め

る

こ

と

も

可

能

な

は

ず

だ

。

車

を

運

転

で

き

な

い

人

に

と

っ

て

も

暮

ら

し

や

す

い

だ

ろ

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
、
車
に
依
存
し
過
ぎ
な
い
た
め
に
特
に
力
を
入
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
項
目
を

資
料
Ｂ
か
ら
選
び
、
選
ん
だ
理
由
を
体
験
や
見
聞
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)

／
後
段
で
前
段
を
踏
ま
え
て
、
資
料
Ｂ
か
ら
項
目
を
選
ん
で
、
選
ん

だ
理
由
を
、
体
験
や
見
聞
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
か
ら
読
み
取
っ
た
内
容
を
述
べ
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
大
き
な
都
市
部
と
比
較
し
、

世
帯
当
た
り
の
乗
用
車
の
普
及
台
数
が
二
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

示
さ
れ
て
い
る
順
位
に
変
動
が
な
い
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。
資
料
の
読
み
取
り
で
は
、
数
値
が
大

き
い
も
の
や
小
さ
い
も
の
な
ど
、
目
立
つ
部
分
を
探
す
と
ま
と
め
や
す
い
。
ま
た
、
後
段
に
書
く
内

容
を
意
識
し
て
ま
と
め
る
と
つ
な
が
り
の
よ
い
作
文
に
な
る
。

〈
選
ん
だ
項
目
と
そ
の
理
由
を
体
験
や
見
聞
を
も
と
に
述
べ
る
〉

次
に
、
前
段
の
内
容
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
車
に
依
存
し
過
ぎ
な
い
た
め
に
特
に
力
を
入
れ
る
べ
き

だ
と
考
え
る
項
目
を
資
料
Ｂ
か
ら
選
び
、
選
ん
だ
理
由
を
体
験
や
見
聞
を
も
と
に
書
く
。
右
の
作
文

で
は
、
③
で
選
ん
だ
項
目
を
簡
潔
に
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
④
と
⑤
で
、
体
験
と
し
て
車
を
使
わ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
⑥
と
⑦
で
、
歩
け
る
範
囲
に
施
設
を
集
め
る
こ

と
で
暮
ら
し
や
す
く
な
る
こ
と
を
、
選
ん
だ
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

、 。

2023FS３－３

こ
う
い
う
場
合
、

、
や

。
や｣

は

改
行
せ
ず
、
行
の
末
尾
に
入
れ
る
。

。

●②
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●⑤

●⑥

●⑦



気
持
ち
な
の
だ
と
わ
か
る
。

㈣

こ
の
漢
詩
は
一
句
が
七
字
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
七し

ち

言ご
ん

詩
。
こ
れ
に
対
し
て
五
字
で
成

り
立
っ
て
い
る
も
の
を
五ご

言ご
ん

詩
と
い
う
。
さ
ら
に
、
一
首
が
四
句
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の

で
絶ぜ

っ

句く

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
八
句
で
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
は
律り

っ

詩し

と
い
う
。
そ
れ
ぞ

れ
の
形
式
を
合
わ
せ
た
七
言
絶
句
が
こ
の
漢
詩
の
形
式
と
な
る
。

【
訳
】

南
へ
行
っ
て
、
浅あ

さ

野の

氏う
じ

松ま
つ

平
だ
い
ら

綱つ
な

晟
あ
き
ら

卿
き
ょ
う

の
屋
敷
と
、
黒く

ろ

田だ

氏う
じ

松ま
つ

平
だ
い
ら

右
衛

え

門
も
ん
の

佐す
け

光み
つ

之ゆ
き

の
屋
敷
の
間
の
道
を
登
る
。
こ
の
坂
を
霞
が
関
と
い
う
。
あ
る
人
が
い
う
。
「
こ
の
道
か

ら
さ
ら
に
南
の
方
、
黒
田
氏
の
屋
敷
の
南
の
方
の
坂
、
虎と

ら

之の

門も
ん

か
ら
山さ

ん

王お
う

へ
行
く
坂
を
す

や
ま
が
関
と
い
う
」
と
い
っ
た
。
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
だ
。
「
古
く
は
今
の
相そ

う

馬ま

弾だ
ん

正
じ
ょ
う

昌ま
さ

胤た
ね

の
屋
敷
の
と
こ
ろ
ま
で
も
海
で
、
岸
に
松
が
生
い
茂
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
古

い
記
録
に
書
い
て
あ
る
」
と
、
老
人
が
い
っ
て
い
た
。
霞
が
関
か
ら
見
る
と
、
青
く
広
い

海
は
は
る
か
遠
く
に
あ
り
、
水
の
色
は
広
い
空
と
同
じ
で
、
「
乾け

ん

坤こ
ん

日
夜
に
浮
か
ぶ
」
と
、

浣か
ん

花か

老
人
（
杜と

甫ほ

）
が
詩
を
作
っ
た
昔
を
思
い
、
魚
売
り
と
買
い
物
客
は
一
片
の
帆
船
の

帰
り
を
風
に
ま
か
せ
、
も
て
な
し
の
声
が
し
き
り
に
す
る
が
、

渚
な
ぎ
さ

の

鷗
か
も
め

は
静
か
で
、

「
玉
藻
の
床
の
浮
き
枕
」
の
歌
で
は
な
い
が
、
つ
ら
い
こ
と
も
知
ら
な
い
で
寝
て
い
る
よ

う
だ
。
遺
佚
が
（
次
の
歌
を
）
よ
む
。

過
ぎ
て
行
く
春
を
、
雲
の
通
り
道
に
立
ち
こ
め
て
い
る
霞
よ
、
霞
が
関
に
し
ば
ら
く
と

ど
め
て
く
れ

陶
々
斎
も
詩
を
作
る
。

坂
の
上
か
ら
の
眺
望
は
、
海
と
空
の
間
の
も
の
だ
。

本
願
寺
は
高
く
見
え
て
、
雲
の
上
は
静
か
だ
。

吟ぎ
ん

筇
き
ょ
う

に
支
え
ら
れ
ゆ
っ
く
り
し
、
帰
る
の
が
遅
く
な
る
。

江
戸
城
の
春
景
色
は
、
霞
が
関
の
中
に
入
っ
て
い
る
。

五

別
ペ
ー
ジ
の
解
答
例
参
照
。



の
「
矛
盾
だ
ら
け
」
な
状
態
に
つ
い
て
日
常
生
活
に
着
目
し
て
説
明
し
て
い
る
。
「
い
の
ち

は
大
切
で
あ
る
と
い
う
原
則
は
あ
り
な
が
ら
、
日
々
の
食
事
は
動
物
や
植
物
の
い
の
ち
を
い

た
だ
か
ず
に
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
」
と
い
う
部
分
が
矛
盾
の
具
体
例
で
あ
り
、
「
そ
の
矛
盾

を
引
き
受
け
な
が
ら
生
き
て
い
く
の
だ
と
い
う
気
持
ち
を
も
つ
こ
と
」
の
大
切
さ
を
伝
え
て

い
る
。
ｂ
は
同
趣
旨
正
解
。

㈦

同
じ
段
落
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
ま
と
め
れ
ば
よ
い
。
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
」

な
状
態
に
つ
い
て
筆
者
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ

と
い
う
謙
虚
な
気
持
ち
で
そ
れ
に
向
き
合
い
な
が
ら
、
い
つ
も
考
え
続
け
て
い
く
こ
と
」
で

あ
る
。
「
早
く
答
え
を
出
す
こ
と
を
よ
し
と
す
る
社
会
」
で
あ
る
が
、
「
面
倒
で
も
い
ら
い
ら

せ
ず
に
考
え
る
癖
を
つ
け
る
」
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
の
だ
。
同
趣
旨
正
解
。

三

㈠

「
一
度
に
二
機
も
飛
行
機
が
見
ら
れ
る
な
ん
て
、
今
日
は
運
が
良
い
」
と
思
っ
て
い

る
良よ

し

彦ひ
こ

は
、
「
寒
さ
も
忘
れ
て
」
眼め

を
見
張
っ
て
い
る
。
「
タ
タ
タ
タ
ッ
」
と
い
う
音
が
聞
こ

え
た
こ
と
で
、
飛
行
機
の
様
子
が
さ
ら
に
気
に
な
り
、
「
亀
の
よ
う
に
首
を
伸
ば
し
た
」
。
飛

行
機
の
動
作
に
対
す
る
期
待
感
か
ら
、
少
し
で
も
よ
く
見
え
る
よ
う
に
と
思
っ
て
と
っ
た
行

動
で
あ
る
。
「…

…

の
よ
う
に
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
比
喩
は
直
喩
。

㈡

初
め
は
「
微か

す

か
な
音
」
だ
っ
た
が
、
間
近
に
迫
る
と
「
ダ
ダ
ダ
ダ
ッ
！
」
と
い
う
は
っ
き

り
と
し
た
音
に
な
っ
て
い
る
。
後
で
「
機
銃
掃
射
の
音
を
聞
き
つ
け
、
母
が
妹
を
抱
い
て
飛

び
出
し
て
き
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
機
銃
掃
射
の
音
が
遠
く
か
ら
次
第
に
近
づ
い
て
く
る
様

子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈢

晩
に
開
か
れ
た
会
合
で
井い

出で

の
お
ん
ち
ゃ
ん
た
ち
が
「
こ
の
村
に
も
空
襲
が
く
る
と
大
騒

ぎ
を
し
た
」
こ
と
が
母
と
祖
母
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
父
は
「
首
を
横
に

振
っ
た
」
う
え
で
「
あ
れ
は
た
だ
の
偵
察
機
だ
。
王お

う

城
じ
ょ
う

寺じ

原は
ら

の
飛
行
場
の
様
子
を
見
に
き

た
だ
け
だ
ろ
う
」
と
そ
の
目
的
を
推
測
し
て
い
る
。
同
趣
旨
正
解
。

㈣

屋
根
の
上
で
飛
行
機
を
見
て
い
た
こ
と
で
、
良
彦
は
危
険
な
目
に
あ
っ
て
い
る
。
屋
根
に

上
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
怒
ら
れ
て
当
然
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
家
族
全
員

…
…

息
を
潜
め
て
過
ご
し
た
。
祖
母
の
多た

嘉か

子こ

も…
…

黙
り
こ
く
っ
て
い
た
」
状
態
で
あ
り
、

怒
る
よ
う
な
「
気
力
は
な
い
様
子
」
だ
っ
た
と
い
う
文
脈
。
大
声
で
怒
鳴
る
な
ど
し
て
ひ
ど

く
叱
る
と
い
う
意
味
の
「
雷
を
落
と
す
」
を
入
れ
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

㈤

文
章
の
最
後
の
部
分
に
、
「
あ
の
日
」
の
「
父
」
に
つ
い
て
の
描
写
が
あ
る
。
「
父
の
あ
ん

な
大
き
な
声
を
聞
い
た
の
は
、
生
ま
れ
て
初
め
て
だ
っ
た
」
と
い
う
部
分
や
、
「
仁
王
様
の

よ
う
に
か
っ
と
見
開
い
た
ま
な
こ
が
、
確
か
に
自
分
に
注
が
れ
て
い
た
」
と
い
う
部
分
を
ま

と
め
れ
ば
よ
い
。
良
彦
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
様
子
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
た
め
、
改
め
て
思

い
返
し
て
い
る
の
だ
。
同
趣
旨
正
解
。

㈥

村
の
上
空
を
敵
の
軍
用
機
が
や
っ
て
き
た
こ
と
で
、
「
ほ
と
ん
ど
書
斎
か
ら
出
て
こ
な
い

父
」
が
「
別
人
の
よ
う
な
形
相
」
を
良
彦
に
見
せ
、
馬
鹿
力
を
出
し
て
良
彦
を
守
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
自
分
の
こ
と
を
よ
く
見
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
父
が
、
確
か

に
自
分
の
こ
と
を
見
て
い
る
と
良
彦
は
気
づ
い
て
い
る
。
書
斎
に
引
き
こ
も
っ
て
い
る

「
父
」
に
つ
い
て
、
「
天
体
望
遠
鏡
で
月
を
見
せ
ら
れ
た
」
と
き
の
回
想
を
交
え
な
が
ら
意
識

し
続
け
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

四

㈠

遺い

佚い
つ

と
陶と

う

々と
う

斎さ
い

は

霞
か
す
み

が
関せ

き

に
い
る
状
況
だ
が
、
あ
る
人
が
言
っ
て
い
た
「
こ
の
道

よ
り
い
ま
南
の
方…

…

す
や
ま
が
関
と
云い

ふ
」
と
い
う
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
霞
が
関
と
は

異
な
る
坂
で
あ
る
す
や
ま
が
関
に
つ
い
て
知
っ
た
の
だ
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
不
確
か
な
情

報
な
の
で
あ
る
。

㈡

漢
文
で
は
、
二
字
以
上
返
っ
て
読
む
場
合
に
は
、
一
・
二
点
を
用
い
る
。
こ
こ
で
は

「
筇
」
を
読
ん
だ
後
に
「
支
」
を
読
む
こ
と
に
な
る
の
で
、
「
筇
」
の
左
下
に
一
点
、
「
支
」

の
左
下
に
二
点
を
付
け
る
。

㈢

ａ

霞
が
関
か
ら
見
え
る
景
色
に
つ
い
て
の
、
陶
々
斎
の
と
ら
え
か
た
は
、
「
陶
々
斎
も

詩
を
賦
す
」
以
降
の
漢
詩
か
ら
読
み
取
れ
る
。
書
き
下
し
文
に
「
坂ば

ん

頭と
う

の
眺
望

海
天
の

間
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
海
と
空
の
間
の
も
の
だ
と
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
同
趣
旨
正

解
。
ｂ

和
歌
と
漢
詩
、
会
話
の
内
容
か
ら
考
え
る
。
霞
は
春
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
行
く
春
の…

…

霞
が
関
に
し
ば
し
と
ど
め
よ
」
と
い
う
和
歌
や
、
「
春
色

霞か

関
く
わ
ん

に
入
る
」

と
い
う
漢
詩
の
書
き
下
し
文
か
ら
、
坂
が
霞
を
と
ど
め
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に

表
現
し
て
い
る
の
だ
と
読
み
取
れ
る
。
同
趣
旨
正
解
。
ｃ

和
歌
で
は
、
春
の
象
徴
で
あ
る

霞
を
し
ば
ら
く
と
ど
め
て
く
れ
と
詠よ

ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
過
ぎ
行
く
春
を
惜
し
ん
で
い
る



〔
解

答
〕
（
一
問
㈠
㈡
㈤
・
二
・
三
問
㈠
㈡
㈣
・
四
問
㈡
㈣

２
点
×
17

一
問
㈣
㈥
ａ
・
三
問
㈥
・
四
問
㈠
㈢
ｃ

３
点
×
５

一
問
㈢
㈥
ｂ
・
四
問
㈢
ａ
ｂ

４
点
×
４

三
問
㈢

５
点

三
問
㈤

７
点

一
問
㈦

８
点

五

15
点)

一

問
㈠

ウ

㈡

エ

㈢

思
い
が
け
な
い
こ
と
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
、
ダ
メ
と
決
め
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
（
例)

㈣

効
率
を
大
切
に
す
る

(

こ
と)

㈤

後
者

㈥

ａ

機
械
の
世
界

ｂ

い
の
ち
は
大
切
で
あ

る
と
い
う
原
則
は
あ
り
な
が
ら
、
動
物
や
植
物
の
い
の
ち
を
い
た
だ
く(

例)

㈦

早
く
答
え
を
出
す
こ
と
を
よ
し
と
す
る
の
が
現
代
社
会
だ
が
、
私
た
ち
は
わ
か

ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
い
う
謙
虚
な
気
持
ち
で
向
き
合
い
な
が
ら
、
い
つ
も
考

え
続
け
る
べ
き
だ
。(

例)

二

問
㈠
①

か
ん
だ
ん

②

し
ぼ(

る)

③

ひ
た(

る)

④

と
っ
ぴ
ょ
う
し

⑤

制(

す
る)

⑥

痛(

め
る)

⑦

念
願

⑧

講
演

㈡

イ

三

問
㈠

亀
の
よ
う
に
首
を
伸
ば
し
た

㈡

機
銃
掃
射
の
音

㈢

王
城
寺
原

の
飛
行
場
の
様
子
を
見
る
こ
と
。(

例)

㈣

エ

㈤

声
は
生
ま
れ
て
初
め

て
聞
い
た
と
思
う
ほ
ど
大
き
か
っ
た
こ
と
と
、
眼
は
仁
王
様
の
よ
う
に
か
っ
と
見
開

い
て
確
か
に
自
分
を
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
。(

例)

㈥

ウ

四

問
㈠

す
や
ま
が
関

㈡

徐
ロ
ニ

支
ヘ
ラ
レ

ニ

吟

筇
ニ一

㈢

ａ

海
と
空
の
間(

例)

ｂ

し
ば
ら
く
と
ど
め
る(

例)

ｃ

ア

㈣

七
言
絶
句

五

別
ペ
ー
ジ
の
解
答
例
参
照

〔
解

説
〕

一

㈠

助
動
詞
は
、
自
立
語
の
後
に
つ
い
て
文
節
を
作
り
、
意
味
を
添
え
る
。
傍
線
１
と
ウ

は
、
受
け
身
の
用
法
。
ア
は
自
発
、
イ
は
尊
敬
、
エ
は
可
能
。

㈡

「
進
歩
こ
そ
よ
い
社
会
を
つ
く
る
」
と
い
う
「
機
械
論
に
基
づ
く
価
値
観
」
と
は
合
わ
な

い
、
「
人
間
は
生
き
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
の
捉
え
方
の
こ
と
で
あ
る
。

人
間
は
「
多
様
な
生
き
も
の
た
ち
と
共
に
循
環
の
中
で
生
き
る
の
が
よ
い
」
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
た
た
め
、
「
機
械
論
」
に
は
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。

㈢

直
後
に
、
「
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
ら
そ
こ
か
ら
思
い
が
け
な
い
こ
と
が

生
ま
れ
て
き
て
新
し
い
世
界
が
開
け
て
い
く
」
と
述
べ
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
ポ
ス
ト
・

イ
ッ
ト
を
挙
げ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
・
イ
ッ
ト
は
、
「
強
力
な
糊の

り

を
つ
く
ろ
う
」
と
開
発
を
進

め
て
い
た
の
に
「
よ
く
つ
く
け
れ
ど
は
が
れ
や
す
い
糊
」
が
で
き
て
し
ま
っ
た
が
、
「
ダ
メ

と
決
め
つ
け
る
」
こ
と
を
せ
ず
に
そ
う
な
っ
た
理
由
を
調
べ
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
も
の
だ
。

「
思
い
が
け
な
い
こ
と
」
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
「
ダ
メ
と
決
め
つ
け
る
」
べ
き
で

は
な
い
と
、
筆
者
は
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
趣
旨
正
解
。

㈣

直
後
の
段
落
で
は
、
体
内
に
異
物
が
入
る
場
合
に
つ
い
て
、
考
え
ら
れ
る
二
つ
の
対
処
法

を
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
は
「
入
っ
て
き
た
異
物
に
応
じ
て
受
容
体
を
つ
く
る
方
法
」
で
、
も

う
一
つ
は
「
一
つ
一
つ
の
異
物
に
対
す
る
受
容
体
を
持
つ
細
胞
を
あ
ら
か
じ
め
す
べ
て
用
意

し
て
お
く
方
法
」
で
あ
る
。
「
効
率
を
大
切
に
す
る
社
会
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
」
に
と
っ

て
は
前
者
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
は
無
駄
が
生
じ
て
い
る
後
者
の
や
り
方
で
生
き
て

き
て
い
る
。
「
常
識
か
ら
は
ず
れ
た
例
」
が
後
者
に
あ
た
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
常
識
」

は
「
効
率
を
大
切
に
す
る
」
こ
と
だ
と
わ
か
る
。

㈤

異
物
が
体
内
に
入
っ
て
く
る
場
合
の
対
処
法
と
し
て
、
ま
ず
「
一
つ
は
」
と
述
べ
、

「
入
っ
て
き
た
異
物
に
応
じ
て
受
容
体
を
つ
く
る
方
法
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て

「
も
う
一
つ
」
と
述
べ
た
の
で
あ
り
、
「
一
つ
一
つ
の
異
物
に
対
す
る
受
容
体
を
持
つ
細
胞
を

…
…

用
意
し
て
お
く
方
法
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
後
で
、
「
前
の
方
法
」
、
「
後
者
」

と
言
い
換
え
て
い
る
。
「
後
者
」
は
、
二
つ
挙
げ
た
も
の
の
う
ち
後
の
も
の
を
指
す
言
葉
で

あ
る
。

㈥

前
で
挙
げ
た
「
機
械
の
世
界
は
合
理
的
で
、
矛
盾
の
な
い
よ
う
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
の
で…

…

〇
か
×
か
を
決
め
ら
れ
る
」
と
い
う
内
容
と
対
比
的
に
、
後
で
は
、
生
き
も
の

＜メモ＞
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１ ⑴ 反射 ⑵ イ ⑶ ①…イ，②…オ(完答) ⑷ イ

⑸ (食物中の成分を)体内に吸収されやすい状態に変えるため。(例)

２ ⑴ ア，エ(順不問・完答) ⑵ 柱頭 ⑶ ウ ⑷ Ａ…14 本，Ｂ…14 本(完答)

⑸ 記号…ウ，受粉のしかた…花粉が胚珠に直接つく。(例) (完答)

３ ⑴ エ ⑵ 偏西風 ⑶ ア ⑷ 2400Ｎ ⑸ イ

４ ⑴ イ ⑵ 放射 ⑶ ウ ⑷ 周囲よりも温度が低いから。(例) ⑸ ア

５ ⑴ 混合物では温度がしだいに上昇し，純粋な物質では温度が一定なままとなる。(例)

⑵ ア，エ(順不問・完答) ⑶ Ａ…ウ，Ｃ…イ(完答) ⑷ 沸点 ⑸ エ

６ ⑴ ①…陽子，②…中性子(完答) ⑵ ウ ⑶ ア，イ(順不問・完答)

⑷ 2H2O → 2H2＋ O2 ⑸ pH…７，理由…液中に電解質である塩化

ナトリウムがとけていて，イオンが存在するから。(例) (完答)

７ ⑴ 距離ｂ…20 cm，焦点距離…10 cm(完答) ⑵ ウ ⑶ ア

⑷ (凸レンズを通った光が)広がって，スクリーンに集まらないから。(例)

⑸ イ

８ ⑴ 弾性 ⑵ エ ⑶ 右図参照 ⑷ 0.9Ｎ

⑸ ①…＝，②…＜(完答)

〔解 説〕

１ ⑴ 反射では，刺激に対する反応の命令が脳やせきずいから出され，無意識のうちに反応が起こる。

⑵，⑶ ヨウ素液は黄色の液体で，デンプンがあると青紫色に変化する。ベネジクト液は青色の液体で，デンプンが

分解されて生じた麦芽糖などがあると，加熱したときに赤褐色の沈殿ができる。表で，ＡとＣの比較から，水を加

えた A ではデンプンが残っており，だ液を加えたＣではデンプンがなくなっていることがわかる。また，ＢとＤの

比較から，水を加えたＢでは麦芽糖が生じておらず，だ液を加えたＤでは麦芽糖が生じていることがわかる。

⑷，⑸ デンプンは，だ液やすい液中のアミラーゼなどにより，最終的にブドウ糖に分解される。タンパク質は，胃

液中のペプシンや，すい液中のトリプシンなどにより，最終的にアミノ酸に分解される。脂肪は，胆汁によって水

に混ざりやすい状態にされたあと，すい液中のリパーゼによって脂肪酸とモノグリセリドに分解される。このよう

に，体内に吸収されやすい物質に変えられた食物中の成分は，小腸の柔毛から体内に吸収される。

２ ⑴ ホウセンカは被子植物のうちの双子葉類に分類される植物。アとエは双子葉類の，イとウは単子葉類の特徴。

⑵ 寒天溶液で，めしべの柱頭と同じようなねばりけのある状態をつくり，花粉管が伸びるようすを観察する。

⑶ 花粉は乾燥すると花粉管を伸ばさなくなるため，顕微鏡で観察するとき以外は，水を入れたペトリ皿に入れてふ

たをしめ，湿度が保たれるようにしておく。

⑷ 体細胞１個がもつ染色体の数が 14 本という前提から，減数分裂によってつくられた生殖細胞(図３の精細胞と卵

細胞)には，それぞれ７本ずつの染色体が含まれている。これらが受精すると，染色体数が 14 本の受精卵(Ａ)とな

る。体細胞分裂では，細胞分裂の前後で染色体の数は変化しないため，胚のＢにも 14 本の染色体が含まれている。

⑸ 裸子植物であるマツには，雌花のりん片の根もとに，むき出しになった胚珠が２つある。マツでは，このむき出

しになった胚珠に花粉が直接つくことで受粉が行われる。

３ ⑴ 冬になるとユーラシア大陸が冷やされて気温が下がり，大陸上に高気圧ができる。そのため，気圧の高い大陸か

ら気圧の低い太平洋へ向かって季節風がふく。海陸風も，海と陸のあたたまり方や冷え方のちがいによってふく風

であり，晴れた日の夜間には，陸地が冷やされて陸上の気圧が高くなり，気圧の低い海へ向かう陸風がふく。一方，

晴れた日の昼間には，陸地があたためられて気圧が低くなり，気圧の高い海から気圧の低い陸へ向かう海風がふく。

⑵ 日本列島の上空には，１年を通じて偏西風とよばれる強い西風がふき，日本の天気に影響を与えている。

⑶ 前線面と地表が接するところが前線である。前線Ａは寒気が暖気をおし上げながら進んでいく寒冷前線，前線Ｂ

は暖気が寒気の上にはい上がってできる温暖前線で，前線Ｃは寒冷前線が温暖前線に追いついてできる閉そく前線。

⑷ 図１の等圧線から，地点Ｐにおける１日目の気圧は 992 hPa，２日目の気圧は 1016 hPaで，差は 24 hPaであ

ることが読み取れる。１hPa ＝ 100 Pa より，１m2あたりにはたらく力の大きさは 2400Ｎ変化したといえる。

⑸ 地表付近では，高気圧の中心から時計回りにふき出した風が，低気圧へ向かって反時計回りにふき込んでいる。

2023FS ３－３

〔解 答〕(配点：１⑷⑸，２⑶～⑸，３⑶⑷，４⑴⑷⑸，５⑴⑸，

６⑴⑵⑸，７⑵⑷，８⑶～⑸ ３点× 20 他 ２点× 20)



４ ⑴ 太陽は，表面の平均温度が約 6000℃と高温で，物質はすべて気体となっている。気体のおもな成分は水素。

⑵ 熱の伝わり方には，次の表のようなものがある。

⑶ 太陽の光はとても強く，直接見ると目をいためる危険があるため，ファインダーをのぞいてはいけない。

⑷ 黒点は周囲よりも温度の低い部分であり，太陽の活動が活発になると増加し，おだやかになると減少する。

⑸ 黒点の位置が移動することから，太陽が自転していることがわかる。また，図２で，黒点が太陽の中央付近にあ

るときは横長に，周辺部では縦長に見えることから，太陽が地球などと同じような球体であることがわかる。

５ ⑴ 純粋な物質では，融点と沸点が物質ごとに決まった温度になり，温度変化をグラフに表すと，融点または沸点の

ときは水平になる。一方，混合物の場合は融点や沸点が決まった温度にならず，少しずつ温度が上昇する。

⑵ ロウと砂糖は有機物で，加熱すると燃焼して二酸化炭素が発生する。炭酸水素ナトリウムを加熱すると二酸化炭

素が発生するが，これは熱分解によるものであり，燃焼ではない。食塩は無機物で，加熱しても気体は発生しない。

⑶，⑷ エタノールは水よりも沸点が低い(約 78℃)ため，混合物を加熱すると，エタノールのほうが先に気体となっ

て出てくる。よって，はじめに集めた試験管Ａの液体は大半がエタノール，試験管Ｃの液体は大半が水である。

⑸ それぞれの物質の密度より，水 1.0 cm3の質量は 1.0ｇ，エタノール 1.0 cm3の質量は 0.79ｇである。仮に，試

験管Ｂの液体の体積が 2.0 cm3であり，そのうち 1.0 cm3が水，1.0 cm3がエタノールであったとすると，液体全体

の質量は 1.79ｇで，密度は 1.79 ÷ 2.0 ＝ 0.895〔g/cm3〕 また，小片Ｐの密度は 0.46 ÷ 0.50 ＝ 0.92〔g/cm3〕

である。液体よりも密度の大きい固体は液体に沈み，液体よりも密度の小さい固体は水に浮く。

６ ⑴ 原子核は，＋の電気をもつ陽子と電気をもたない中性子からできている。陽子の数と電子の数は等しく，陽子

１個がもつ＋の電気の量と電子１個がもつ－の電気の量が等しいため，原子は全体としては電気を帯びていない。

⑵ 水溶液Ａは，一方の炭素棒に固体が付着したことから，塩化銅水溶液。塩化銅は水にとけると CuCl2→ Cu2＋＋

2Cl－ のように電離するため，生じるイオンの個数は 銅イオン：塩化物イオン＝１：２ また，塩化銅水溶液に電

流を流すと，イオンが電子の受け渡しによって原子となるが，銅(Cu)は分子をつくらず，塩素(Cl2 )は原子が２個

結びついて分子をつくるため，電流を流す間に減少するイオンの数は 銅イオン：塩化物イオン＝１：２ である。

⑶ 水溶液Ｂは，｢一方の炭素棒からにおいのある気体が発生した｣という結果から，塩酸であることがわかる。塩酸

に電流を流すと，陰極側から水素，陽極側から塩素が発生する。塩素は漂白作用のある気体で，水にとけやすい。

⑷ 水溶液Ｃは水酸化ナトリウム水溶液であり，水の電気分解により，陰極側から水素，陽極側から酸素が発生する。

⑸ 酸とアルカリの水溶液を混ぜ合わせると，中和によって水と塩
えん

が生じる。塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜ

合わせた場合の反応は HCl＋ NaOH→ NaCl＋ H2O であり，生じる塩は，電解質の塩化ナトリウムである。

７ ⑴ 凸レンズから物体までの距離＝凸レンズからスクリーンまでの距離＝焦点距離の２倍 のとき，スクリーンに，実

物と上下左右が逆向きで，実物と同じ大きさの実像がうつる。よって，焦点距離は 20 cmの半分の 10 cm。

⑵ このとき，スクリーン上には実物と同じ大きさの実像がうつっていて，点Ｑから出た光は像の先端へ向かう。

⑶ 物体を実像ができる範囲で凸レンズに近づけていった場合は，距離ｂが長くなり，実像は大きくなる。

⑷ 物体が焦点より凸レンズに近い位置にあると，凸レンズを通過した光は広がって集まらなくなる。このとき，凸

レンズを実物の反対側からのぞくと，実物と上下左右が同じ向きで，実物よりも拡大された虚像が見える。

⑸ 凸レンズを通る光の量が減るので，像は暗くなる。また，黒い紙でどのようにおおっても，像の形は変わらない。

８ ⑴ ばねやゴムが力によって変形させられたあと，もとに戻る向きに生じる力を弾性の力(弾性力)という。

⑵ 水圧は，水中の物体にあらゆる向きからはたらき，深さが深いところほど大きくなる。

⑶ ばねＰは 9.0 cmなので，表１のばねの長さ－ 9.0 ＝伸びの長さ として求める。距離ａが５cm以上になるとば

ねの長さが一定になっているため，この時点で物体Ａは完全に水中に沈み，浮力が一定になったと考えられる。

⑷ 容器Ｂを水中で静止させるためには，容器Ｂに対して上向きにはたらく力(浮力)と，下向きにはたらく力(容器Ｂ

にはたらく重力と，容器Ｂを下へ引く力の和)を等しくして，つり合わせる必要がある。表１から，ばねＰは 60ｇ

の物体Ａをつるすと 1.5 cm 伸びる。図２のように容器Ｂを水中に沈めたとき，ばねＰの伸びが 2.0 cm になって

いることから，このとき容器Ｂを下向きに引いた力の大きさを  Ｎとすると，0.6：1.5 ＝ ：2.0  ＝ 0.8〔Ｎ〕

容器Ｂにはたらく重力は 0.1Ｎであることから，容器Ｂにはたらく浮力は，0.1 ＋ 0.8 ＝ 0.9〔Ｎ〕

⑸ 上向きの力と下向きの力が等しければ物体が水に浮かんで静止すると考えられるため，手をはなした状態で水に

浮かんで静止している物体では，重力と浮力がつり合っている。図３，４で，重力と浮力は，すべて 0.6 ＋ 0.1 ＝

0.7〔Ｎ〕である。図３では，物体Ａと容器Ｂの両方に浮力がはたらき，図４では，容器Ｂのみに浮力がはたらく。よっ

て，図４の方が容器Ｂにはたらく浮力が大きく，容器Ｂの水中部分の体積が大きいため，距離ｄは距離ｃより長い。

放射 熱源から空間をへだてたところまで熱が伝わる現象

伝導 固体の物質の一部を加熱した場合に，熱した部分から周囲へ熱が伝わる現象

対流 気体や液体を加熱した場合に，あたためられた物質が移動して，全体へ熱が伝わる現象



１  ア



イ 𮛐     

 
 

 ウ    解説参照（部分点あり）

 解説参照（部分点あり）  右の図（例）（部分点あり）

２   個 







３   円  ア ①  ②



 イ  人

４    ア ， イ  ウ △OAP 

 ア ∠OBP（度） イ  𮛐 

５  解説参照（部分点あり）  ア BE  イ QPPF CP





〔解 説〕

１  ア





















イ 𮛐   𮛐   𮛐   𮛐   𮛐   𮛐   𮛐   𮛐   𮛐   𮛐   𮛐   𮛐 

 …①，…② ①② より，   これを①に代入すると，

  

 

  より，， は負の数。ア…負の数正の数 イ…負の数正の数

ウ…負の数負の数 エ…負の数負の数  より， よって，ウ

 ， をそれぞれ素因数分解すると  ， となる。 𮛐   𮛐  だから 𮛐  が  の倍数になればよい。

𮛐  が  の倍数になる  のうちもっとも小さいものは，

 ，c，d をそれぞれ  を用いた式で表すと，，c，d 

よって，cd 

  より，記録が少ない方から数えて  番目と  番目の生徒の記録の平均値が第  四分位数となる。

箱ひげ図から，第  四分位数は  回と読み取れる。よって，記録が少ない方から数えて  番目の生徒の記録を

 回とすると，



 が成り立つ。これより， 

 対角線 AC の垂直二等分線と辺 AD，BC との交点がそれぞれ R，S となる。対角線 AC の垂直二等分線と対角

線 AC との交点を Oとすると，中心 O，半径 OR（OS）の円と対角線 AC との交点が P，Qとなる。

２  つのさいころの目の出方は全部で （通り）

  の倍数が書かれたマスは  個あり，そのうち  個は左から  列目にある。この  個のマスからコインを取り除

く代わりに，他の  個のマスにコインを置くから，コインが置かれるマスの個数は  個

  と書かれたマスにコインが置かれている場合は，，，，，，，，，，，，

，，，，，，，，，，，，，，，，， の  通りだから，求める確率は，
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〔解 答〕(配点：２，３ア ２点×４ ４～ア ３点×５ １～，４イ ５点×５

５ ８点 他 ４点× )

〔解 答〕(配点：３ア ２点×３ ４～ア ３点×５ １～ ，２，４イ ５点×７

５ ８点 他 ４点×９)



  個のマスにコインが置かれている場合は，，，，，，，，，，，，，，

，，， の  通りだから，求める確率は，







３   円

 当日の運賃予定した運賃高くなった金額

C 駅から乗車したメンバーの数



サークルのメンバーの数

よって，
 … ①





 … ②

① より， … ① ② より， … ② ② を ① に代入すると，  

 よって，サークルのメンバーの人数は  人

４   のとき， の値は最小となり    のとき， の値は最大となり 





 点 A の  座標は  点 P，点 A から  軸にひいた垂線と  軸との交点をそれぞれ H，Iとする。

PHIA より，PHAIPQAQ PH PH



 よって，点 Pの  座標は ， 座標は




 A，，P， より，直線 APの傾きは








 



 



 に

 ， を代入すると， 



  よって，点 Qの  座標は 

△OAP△OAQ△OPQ







 

 ア △OPBと △APBにおいて，OPAP，OBAB，PB共通より， 組の辺がそれぞれ等しいから，

△OPB△APB よって，∠OBP∠ABP

イ 点 Pから  軸にひいた垂線と  軸との交点を Rとすると，△PRBは直角二等辺三角形だから，PRBR

点 Pの座標は ，



 と表せるから，



 が成り立つ。これより， 二次方程式の

解の公式より，
 𮛐 




 𮛐 



 𮛐 




 𮛐 


  𮛐 

 より，  𮛐 

５  △ABC と △FBE において，

DCDE より， ∠ACB∠FEB …①

ADFD より， ∠CAB∠AFD …②

対頂角は等しいから， ∠AFD∠EFB …③

②，③より， ∠CAB∠EFB …④

①，④より， 組の角がそれぞれ等しいから，

△ABC△FBE

 ア FDAD FEDEFDDCFD

△ABC△FBE より，ACFEBCBE BE BE



 

イ △QPFは QPQFの二等辺三角形で，∠ACB∠QPFより，二等辺三角形 DCE と相似である。

よって，QPDCPFCE QPPFDCCE また，△CQP△EPF（ 組の角が

それぞれ等しい）より，CPEFQPPF CP CP












１ ⑴ エ ⑵ イ ⑶ ①…太平洋，②…酪農，③…マオリ（完答） ⑷ ９（月）９（日）午後９（時）

⑸ かつてイギリスが植民地支配していた（例） ⑹ ア ⑺ エコツーリズム

⑻ 記号…ア，理由…イランは国民のほとんどがイスラム教徒で，宗教上のきまりで豚肉を食べることが禁じら

れていて豚を飼育していないから。（例）（完答）

２ ⑴ 群馬県…イ，神奈川県…ウ（完答） ⑵ 伝統的工芸品 ⑶ ウ ⑷ イ

⑸ Ⅰ 札幌（市） Ⅱ 記号…ア，理由…北海道は酪農が盛んで，東京などの大消費地から距離があり，加工

用となる生乳の割合が大きいから。（例）（完答）

⑹ 老年人口よりも生産年齢人口が大きく減少し，老年人口の割合が高くなっているため。（例）

３ ⑴ ウ ⑵ 役人が守るべき心構えを示そうとした。（例） ⑶ B ⑷ 管領 ⑸ ア

⑹ 武家諸法度 ⑺ アヘン戦争で，清がイギリスに負けたことを知ったから。（例） ⑻ イ

⑼ ヒトラー ⑽ 朝鮮戦争をきっかけに，アメリカ軍向けの軍需物資を生産したから。（例）

４ ⑴ ウ→イ→ア（完答） ⑵ ウ ⑶ ア

⑷ Ⅰ ア：五大湖周辺の鉄鋼業や機械工業から情報通信技術産業（例） イ：サンベルト Ⅱ リンカン

⑸ 18 歳から 20 歳までの投票率は半分以上あるが，各年齢で，年齢が上がるにつれて投票への意識が低下して

いることが課題として挙げられる。高校で選挙について学び，模擬選挙を行うなどの方法が考えられる。（例）

５ ⑴ Ⅰ 情報を取捨選択して活用する能力（例） Ⅱ ア，ウ，エ（完答） Ⅲ イ ⑵ エ

⑶ Ⅰ 裁判員 Ⅱ イ ⑷ 地方公共団体間の財政格差をおさえるために国から配分されるもの。（例）

〔解 説〕

１ ⑴ ０度の緯線である赤道と０度の経線である本初子午線はアフリカ州のギニア湾沖で交わる。

⑵ ＵのコートジボワールとＶのガーナでは，カカオ豆が盛んに栽培され，他国へ輸出されている。アのコーヒー豆

はブラジルやベトナム，ウの茶は中国やインド，エのさとうきびはブラジルやインドでの生産が盛ん。

⑶ Ａはニュージーランド。かつてイギリスの植民地だった歴史を持ち，他のオセアニア州の国々と同じく太平洋上

に位置し，酪農が盛んで，マオリとよばれる先住民が多く暮らしている。メキシコや中央アメリカ，西インド諸島

の国々からアメリカに移住した人々はヒスパニックとよばれ，アメリカの経済を支えている。

⑷ 標準時子午線は，エルモシージョは西経 105 度，メルボルンは東経 150 度，東京は東経 135 度である。エルモ

シージョの現地時間で考えると，花子さんがメルボルンに到着したのは９月９日午前３時で，２時間後の９月９日

午前５時に太郎さんに電話をかけている。経度差 15 度ごとに１時間の時差が生じ，東に向かうほど時間は進んで

いるので，東京はエルモシージョよりも(105 ＋ 135)÷ 15 ＝ 16 より，16 時間進んでいる。したがって，花子さ

んが太郎さんに電話をかけた日本時間は，９月９日午前５時を 16 時間進めた，９月９日午後９時となる。

⑸ 資料４を見ると，ナイジェリアでは多くの言語が使用され，多様な民族が暮らしていることが分かる。かつてイ

ギリスの植民地であった名残から，現在も多くの国民が英語を話していることにより，異なる言語や民族背景を持

つ同じ国内の人々とコミュニケーションをとることが可能になっている。

⑹ ａのブエノスアイレスはＷ，ｂのウランバートルはＸ，ｃのシンガポールはＹ，ｄのロンドンはＺ。

⑺ エコは，生態学や自然環境を意味する「エコロジー」の略語。全世界的な SDGs（持続可能な開発目標）への意識の

高まりを受け，各地域の環境や自然に配慮した持続可能な観光として，エコツーリズムが注目されている。

⑻ イランは国民の多くがイスラム教徒で，イスラム教では豚肉を食べることが禁じられているため，資料６の他の

２か国と比較しても豚の飼育頭数が極めて少ない。

２ ⑴ ウの神奈川県やエの埼玉県の多くの人が，昼間に通勤や通学でアの東京都に流入するため，神奈川県や埼玉県の

昼夜間人口比率は低くなり，東京都の昼夜間人口比率は高くなる。

⑵ 福井県を含む北陸地方には，降水（雪）量が多く，農業が困難になる冬に行う農家の副業として，今日までつくら

れ続けてきた伝統的工芸品が数多くある。

⑶ 火力発電所は中京工業地帯や阪神工業地帯などの臨海部に多く立地していることからウ，水力発電所は山間部に

多く立地していることからイ，原子力発電所は若狭湾沿岸（福井県，京都府）などに特に集中していることからア。

⑷ Ｘの大分県には，湯布院や別府などの温泉地が位置している。Ｗは福岡県，Ｙは長崎県，Ｚは沖縄県。ア…シラ

スは九州南部に広がる。ウ…カルデラが形成されている阿蘇山は熊本県に位置している。エ…千島海流（親潮）は，

千島列島から太平洋を南下する寒流。

⑸ Ⅰ 北海道の道庁所在地である札幌市は，約 200 万人の人口を有する地方中枢都市である。 Ⅱ 北海道は，

〔解 答〕（配点：４⑸ ６点×１ １⑻，２⑸Ⅱ⑹ ４点×３

１⑶⑷⑸⑺，２⑴，３⑵⑺⑽，４⑶⑷Ⅰア，５⑴Ⅰ⑷ ３点× 12 他 ２点× 23）
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東京や名古屋，大阪の三大都市圏から遠く，飲用としての乳製品の出荷に不向きなため，生産された生乳の多くは

チーズなどに加工され出荷されてきた。近年は保冷技術や輸送技術が向上し，鮮度を維持したまま飲用の生乳を大

都市圏に出荷することも可能になった。

⑹ 資料４に注目すると，2045 年以降の老年人口の減少よりも生産年齢人口の減少の方が大きいことが分かる。こ

れにより，2045 年以降の総人口に占める老年人口の割合がわずかながら増加している。

３ ⑴ 弥生時代は紀元前４世紀から紀元３世紀ごろまで。アの高麗が朝鮮半島を統一したのは 10 世紀前半。イの唐は

７世紀前半から 10 世紀初めまで成立していた。ウは１世紀，エは６世紀後半から７世紀前半の出来事。

⑵ 天皇中心の国家をめざした聖徳太子（厩戸皇子）は，役人が守るべき心構えを示すために十七条の憲法を制定した。

また，その前年の 603 年には冠位十二階を制定し，家柄などにとらわれずに優秀な者を役人に取り立てようとした。

⑶ 大宝律令は 701 年に刑部親王や藤原不比等らによってつくられた。

⑷ 管領は室町幕府で将軍に次ぐ役職で，将軍を補佐しながら政務全体を統括した。

⑸ 堺の商人であった千利休は，「わび茶」とよばれる茶の湯の一様式を追求し，大成させた。イは化政文化，エは元

禄文化の説明で，いずれも江戸時代の文化。ウは室町時代の東山文化の説明。

⑹ 江戸幕府３代将軍の徳川家光は，武家諸法度の中に参勤交代を制度として加えた。

⑺ 幕府は，アヘン戦争で清がイギリスに敗れたことを知ると，それまでの異国船打払令をやめて，外国船に燃料の

薪や水を与えて帰す薪水給与令を出し，一方で軍事力の強化を目指した。

⑻ ロシアは日清戦争後の 1895 年に，Ｘのドイツ，Ｙのフランスを誘い，遼
りょう

リアオ
東
とう

トン
半島を清に返還するように日本に要

求した（三国干渉）。日本は，対ロシア政策で利害が一致したＺのイギリスと 1902 年に日英同盟を結んだ。1914

年に起きた第一次世界大戦では，日本は日英同盟を理由に連合国側で参戦した。

⑼ ドイツでは，第一次世界大戦の賠償金と失業者の増大に苦しむ中，ヒトラー率いるナチス（ナチ党）が選挙で支持

を得て，1932 年に国内第一党となり，その後，政権をにぎった。

⑽ 日本は，アメリカ軍が朝鮮戦争で必要とする軍需物資などの生産を引き受けたことで，戦後の復興が進んだ。ま

た，日本国内の治安維持などを目的として，1950 年に警察予備隊が組織された。

４ ⑴ かつて日本は，農林水産業を中心とする第一次産業従事者が多かったが，現在では情報通信業や商業，その他の

様々なサービス業などを含む第三次産業従事者が最も多い。

⑵ ロシアの使節であったラクスマンが漂流民の大黒屋光太夫を連れて来日したのは根室（北海道）。アは現在の茨城

県，イは現在の山梨県，エは現在の東京都の出来事。

⑶ イ…韓国は，日本からの輸入額上位５品目の輸入額の合計が，日本への輸出額上位５品目の輸出額の合計を上回っ

ている。ウ…フランスの日本への輸出額上位５品目の輸出額の合計は，日本への輸出総額のうちの 58.7 ％。一般

的に，地理的に近い国との貿易額は多くなり，日本も隣国である中国や韓国などとの貿易額は多くなっている。エ

…フランスの日本への輸出を除き，機械類は第１位となっている。

⑷ Ⅰ かつてアメリカ合衆国の工業の中心は五大湖周辺で行われていた鉄鋼業や機械工業だったが，次第に北緯

37 度以南のサンベルトで行われる情報通信技術（ICT）産業へと移っていった。 Ⅱ アメリカ大統領のリンカ

ンは，南北戦争で北部を勝利に導いた。Ｙの都市はゲティスバーグ。

⑸ 資料５で投票に行ったと回答した人が 50 ％を超えているものの，資料６の問いに対しては，18 歳から 20 歳へ

と年齢が上がるにつれ，「今後は毎回行こうと思う」「できるだけ行こうと思う」と回答した割合の合計が低くなって

いることが読み取れる。また，資料７を見ると，高校時代に選挙に関する何らかの学習を行ったと回答した割合が，

18 歳から 20 歳へと年齢が上がるにつれて低くなっている。これらのことから，高校を卒業し年齢が上がっても選

挙に対して高い意識を持ち続けるために，選挙についての学習が必要だと考えられる。

５ ⑴ Ⅰ スマートフォンなどの情報機器の発達，インターネットを利用した SNS（ソーシャル・ネットワーキング・

サービス）などソーシャルメディアの普及により情報社会となった現代において，多くの情報の中からどの情報が

正しいかを判断し，取捨選択して活用する能力である情報リテラシーの重要性が高まっている。 Ⅱ アは身体

の自由，ウは経済活動の自由，エは精神の自由について述べている。イは労働基本権のうちの団結権について述べ

ている。 Ⅲ 公共の福祉は，人権のぶつかり合いを調整する役割を果たすが，人権の制限には慎重でなければ

ならない。戦前の大日本帝国憲法では，人権は法律の範囲内で制限できるとされており，その結果，治安維持法な

どによる人権弾圧が行われることとなった。

⑵ 国会では，さまざまな分野で多くの課題が審議される。すべての課題について全員が集まって議論することは難

しいため，各分野について委員会が審議を行い，委員会での決定を経て本会議で議論される。国会議員は原則とし

ていずれかの委員会に所属している。

⑶ 裁判員制度の対象となるのは殺人などの重大な犯罪についての刑事裁判で，地方裁判所で行われる第一審である。

６人の裁判員が３人の裁判官と一緒に有罪か無罪かを決め，有罪の場合にはその刑罰も決定する。

⑷ 地方財政の歳入内訳のうち，地方税は自主財源，地方交付税（地方交付税交付金），国庫支出金，地方債は依存財源

に含まれる。地方交付税（地方交付税交付金）は，地方自治体間の財政の格差是正のために配分されるものである。


