


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
！

資

料

Ｂ

で

好

ま

し

い

と

感

じ

る

理

由

に

使

い

や

す

さ

、

Ｃ

で

好

ま

し

く

な

い

と

感

じ

る

理

由

に

意

味

の

分

か

り

に

く

さ

を

挙

げ

て

い

る

人

が

多

い

。

Ａ

で

好

ま

し

い

か

ど

う

か

が

ほ

ぼ

半

々

に

分

か

れ

て

い

る

よ

う

に

、

場

合

に

よ

り

使

い

勝

手

が

異

な

る

の

だ

ろ

う

Ｓ

Ｄ

Ｇ

ｓ

を

初

め

て

聞

い

た

と

き

、

日

本

語

で

示

さ

な

い

と

意

味

が

伝

わ

ら

な

い

だ

ろ

う

と

思

っ

た

。

し

か

し

、

世

間

に

浸

透

し

た

今

と

な

っ

て

は

、

持

続

可

能

な

開

発

目

標

と

言

う

よ

り

も

楽

だ

し

、

自

然

に

口

に

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

略

語

は

多

く

の

人

に

理

解

さ

れ

る

ま

で

、

意

味

を

併

記

し

て

お

く

な

ど

、

使

う

と

き

に

は

気

遣

い

や

工

夫

が

必

要

だ

と

考

え

る

。

、

。。 。 。

、 、 、 、

｣ ｣

今
回
の
作
文
の
ポ
イ
ン
ト

⑴

【
資
料
Ａ
】～
【
資
料
Ｃ
】
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
と
そ
の
感
想
を
書
く
。

⑵

⑴
と
関
連
さ
せ
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
略
語
に
つ
い
て
、
体
験
し
た
こ
と
や
見
聞
き
し
た

こ
と
を
も
と
に
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
】～
【
資
料
Ｃ
】
か

ら
読
み
取
れ
る
こ
と
と
感
想
を
書
い
て
い
る
。(

５
点)

／
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
略
語
に
つ
い
て
、

体
験
や
見
聞
を
も
と
に
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
と
感
想
〉

前
段
で
は
【
資
料
Ａ
】
～
【
資
料
Ｃ
】
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
書
く
。
右
の
作
文
で
は
ま
ず
、

【
資
料
Ｂ
】
と【
資
料
Ｃ
】
の
最
も
回
答
率
が
高
い
項
目
に
着
目
し
て
い
る(

①)

。
そ
れ
を
踏
ま
え
、

【
資
料
Ａ
】
に
触
れ
な
が
ら
、｢

場
合
に
よ
り
使
い
勝
手
が
異
な
る
の
だ
ろ
う｣

と
い
う
感
想
を
述
べ

て
い
る(

②)

。
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
書
き
や
す
い
。

〈
体
験
や
見
聞
を
も
と
に
し
た
考
え
〉

次
に
、
前
段
の
内
容
と
関
連
さ
せ
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
略
語
に
つ
い
て
、
体
験
し
た
こ
と
や

見
聞
き
し
た
こ
と
を
も
と
に
自
分
の
考
え
を
書
く
。
右
の
作
文
で
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
聞
い
た
と
き
に

感
じ
た
こ
と
、
時
間
が
経
過
し
た
今
感
じ
る
こ
と
を
体
験
と
し
て
ま
と
め
て
い
る(

③
・
④)

。
そ
の

体
験
を
も
と
に
、｢
使
う
と
き
に
は
気
遣
い
や
工
夫
が
必
要
だ｣

と
い
う
考
え
を
述
べ
て
い
る(

⑤)

。

指
定
さ
れ
た
条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
、
し
っ
か
り
と
確
認
し
よ
う
。

、 。

2024FS３－１

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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と
な
る
。

㈡
｢

お
び
た
た
し
」
は
多
い
と
い
う
意
味
。
よ
っ
て
、
二
段
落
目
に
あ
る
「
多
く
」
が
抜
き

出
せ
る
。
島
に
は
「
人
も
住
ま
ず
」
、「
ね
ず
み
の
み
」
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

意
味
を
推
測
で
き
る
。

㈢

直
後
に
理
由
が
書
か
れ
て
い
る
。
三し

ゃ

味み

線せ
ん

を
弾
く
と
、「
か
な
ら
ず
波
風
大
き
に
起
こ
」

る
が
、
そ
れ
は
、「
三
味
線
は
猫
の
皮
に
て
は
り
た
る
も
の
な
れ
ば
、
ね
ず
み
の
忌い

む
」
か

ら
で
あ
る
。
ね
ず
み
が
、
猫
の
皮
で
作
ら
れ
て
い
る
三
味
線
の
音
を
嫌
が
っ
て
、
三
味
線
を

弾
い
て
い
る
船
が
危
な
く
な
る
よ
う
な
波
風
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
だ
。
同
趣
旨
正
解
。

㈣

傍
線
３
は
、
こ
の
島
の
ね
ず
み
は
昔
か
ら
の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
意

味
。
直
前
に
、
「
近
き
こ
ろ
の

価
あ
た
ひ

の
安
き
三
味
線
は
、
た
だ
狗い

ぬ

子の
こ

皮
に
て
は
る
」
と
、
最
近

の
安
価
な
三
味
線
は
犬
の
皮
を
は
っ
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
受
け
て

い
る
の
だ
か
ら
、
島
の
ね
ず
み
が
最
近
の
三
味
線
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
だ

と
わ
か
る
。

㈤

最
初
の
段
落
で
は
、
ね
ず
み
し
か
住
ん
で
い
な
い
小
さ
な
島
の
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

続
く
段
落
で
「
猫
の
み
多
く
」
い
る
竹
島
を
挙
げ
、
最
後
の
一
文
で
文
章
全
体
を
ま
と
め
て

い
る
の
だ
か
ら
、
「
猫
の
み
住
め
る
島
」
と
「
ね
ず
み
ば
か
り
生
ず
る
島
」
を
並
べ
る
と
よ

い
。

【
訳
】

肥ひ

後ご

と
天あ

ま

草く
さ

の
島
と
の
間
の
海
に
小
さ
い
島
が
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
、
こ

の
島
に
は
ね
ず
み
が
昔
か
ら
多
く
住
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
も
と
も
と
小
さ
い
島
な

の
で
人
も
住
ま
ず
、
こ
の
ね
ず
み
し
か
い
な
い
と
い
う
。
こ
の
た
め
に
、
こ
の
海
を
通
る

船
で
は
、
三
味
線
を
弾
く
こ
と
を
船
頭
は
か
た
く
と
め
て
許
さ
な
い
。
も
し
こ
の
あ
た
り

で
こ
の
禁
止
事
項
を
守
ら
ず
、
三
味
線
を
弾
く
と
、
必
ず
大
き
な
波
風
が
起
き
て
、
船
が

危
険
な
こ
と
に
な
る
。
三
味
線
は
猫
の
皮
を
は
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
ね
ず
み
が
嫌
が

る
た
め
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
都
の
方
で
は
、
最
近
は
値
段
の
安
い
三
味
線
が
あ
り
、
そ
れ

は
た
だ
犬
の
皮
を
は
っ
て
い
る
。
こ
の
島
の
ね
ず
み
は
昔
か
ら
の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
の

だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
隠お

岐き
の

国く
に

の
北
の
海
に
あ
る
竹
島
に
は
、
猫
だ
け
が
多
く
い
て
、
一
般
的
な
猫
よ

り
は
格
別
に
強
く
、
ね
ず
み
を
取
る
こ
と
も
上
手
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
猫
だ

け
が
住
む
島
も
あ
る
と
思
え
ば
、
ね
ず
み
ば
か
り
が
生
ま
れ
る
島
も
あ
る
こ
と
だ
と
い
う

の
だ
ろ
う
か
。

五

別
ペ
ー
ジ
の
解
答
例
参
照
。



㈥

こ
の
文
章
で
は
、
赤
ち
ゃ
ん
が
歩
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
や
、
文
字
や
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー

ル
の
練
習
を
重
ね
る
こ
と
な
ど
を
例
に
挙
げ
、
「
か
ら
だ
が
変
わ
る
」
と
「
経
験
で
き
る
世

界
を
豊
か
」
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ス
ポ
ー
ツ
が
う
ま
く

な
る
こ
と
だ
け
を
意
味
」
す
る
の
で
は
な
く
、
「
階
段
を
登
る
」
こ
と
や
「
落
書
き
が
文
字

に
変
わ
る
こ
と
」
も
含
む
の
だ
か
ら
、
エ
は
正
し
い
。「
気
分
に
よ
っ
て
は
本
来
で
き
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
」
と
い
う
内
容
は
本
文
に
な
い
の
で
、
ア
は
不
適
切
。「
ス
ポ
ー
ツ
の

身
体
技
法
を
向
上
さ
せ
て
い
く
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
「
ス
ポ
ー
ツ
以
外
の
こ
と
に
も
挑

戦
し
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
イ
も
合
わ
な
い
。「
運

動
の
で
き
る
か
ら
だ
に
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
経
験
す
る
世
界
が
ど
ん
ど
ん
豊

か
」
に
な
る
が
、
経
験
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
は
「
か
ら
だ
を
変
え
る
こ
と
に
力
を
注
ぐ
」

べ
き
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
ウ
も
適
当
で
は
な
い
。

㈦

文
字
を
書
く
場
合
や
、
駅
で
二
階
へ
上
が
る
と
き
の
こ
と
な
ど
、
身
近
な
例
を
い
く
つ
か

挙
げ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
文
章
で
あ
る
。
ま
た
、
「
大
切
な
の
で
繰
り
返
し
ま

す
が…

…

か
ら
だ
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
り
、「
私
た

ち
の
か
ら
だ
が
変
わ
る
と
、
私
た
ち
の
経
験
す
る
世
界
も
変
わ
る
」
と
い
う
内
容
を
何
度
も

述
べ
た
り
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
も
見
ら
れ
る
の
で
、
ウ
が
適
当
。

三

問
㈠

｢

た
ぶ
ん
」
と
ア
「
つ
い
に
」
は
、
活
用
せ
ず
に
用
言
を
修
飾
す
る
副
詞
。
イ

「
鮮
や
か
だ
」
は
形
容
動
詞
。
ウ
「
大
き
な
」
は
連
体
詞
。
エ
「
激
し
く
」
は
形
容
詞
。

㈡

陽よ
う

介す
け

が
納
得
し
て
い
る
の
は
、
ア
ラ
タ
が
モ
ロ
ハ
シ
さ
ん
の
フ
ァ
ン
だ
と
言
っ
た
こ
と
に

対
し
て
だ
。
そ
の
後
、
モ
ロ
ハ
シ
さ
ん
が
走
る
の
を
「
ぼ
く
」
た
ち
が
見
た
際
に
、
モ
ロ
ハ

シ
さ
ん
が
陸
上
を
や
っ
て
い
て
、「
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
強
化
選
手
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
陽
介
は
「
ぼ
く
」
に
教
え
て
い
る
。
モ
ロ
ハ
シ
さ
ん
が
ど
の
よ
う
な
人
で
あ

る
か
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
フ
ァ
ン
だ
と
い
う
ア
ラ
タ
の
言
葉
に
納
得
し
た
の
だ
。
同
趣
旨

正
解
。

㈢

ア
ラ
タ
の
見
て
い
る
方
を
な
が
め
た
「
ぼ
く
」
の
、
「…

…

走
っ
て
る
」
と
い
う
部
分
に

思
い
も
し
な
か
っ
た
光
景
が
目
に
入
っ
た
驚
き
が
表
れ
て
い
る
。
驚
き
や
衝
撃
に
よ
っ
て
一

瞬
息
を
止
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
息
を
の
ん
だ
」
を
入
れ
る
の
が
よ
い
。
さ
ら
に
「
し
か

も
、
す
ご
く
速
い
！
」
と
感
じ
て
い
て
、
そ
の
驚
き
が
さ
ら
に
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
読

み
取
れ
る
。

㈣

モ
ロ
ハ
シ
さ
ん
の
走
り
の
迫
力
を
感
じ
さ
せ
る
様
子
は
、
「
肩
や
腕
で
グ
イ
グ
イ
と
風
を

切
っ
て
走
っ
て
い
く
」
「
風
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
切
っ
て
進
ん
で

い
る
よ
う
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
風
を
切
る
」
は
、
鋭
く
勢
い
が
あ
る
様
子
を
表
す
。

モ
ロ
ハ
シ
さ
ん
の
走
り
を
、
風
だ
け
で
は
な
い
「
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
も
の
」
も
切
っ
て
い

る
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
そ
の
迫
力
を
伝
え
て
い
る
の
だ
。

㈤

傍
線
３
の
質
問
に
対
す
る
陽
介
の
答
え
は
、
「
選
ば
れ
て
選
手
に
な
っ
た
わ
け
だ
け
ど
。

じ
ゃ
あ
、
お
れ
も
選
び
た
い
な
っ
て
。
だ
れ
に
応
援
し
て
も
ら
う
か
っ
て
い
う
の
を
さ
」
と

い
う
も
の
。
こ
の
答
え
に
つ
い
て
、「
ぼ
く
」
は
後
で
「
陽
介
が
、
ど
う
し
て
ぼ
く
を
推
薦

し
た
の
か
っ
て
い
う
の
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
だ
」
「
ぼ
く
に
応
援
し
て
も
ら
い
た

い
っ
て
思
っ
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
は
ま
ち
が
い
な
い
」
と
考
え
て
い
る
。
明
確
な
推

薦
理
由
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
「
ぼ
く
」
に
応
援
し
て
ほ
し
い
と
い
う
思

い
が
あ
る
こ
と
は
確
信
で
き
た
の
だ
。
同
趣
旨
正
解
。

㈥

ア
は
、
モ
ロ
ハ
シ
さ
ん
に
つ
い
て
話
し
な
が
ら
、
そ
の
姿
を
追
っ
て
い
た
ア
ラ
タ
の
様
子

で
あ
り
、
会
話
と
関
係
な
い
こ
と
を
気
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
不
適
当
。
イ
は
、

モ
ロ
ハ
シ
さ
ん
の
走
る
姿
を
初
め
て
見
て
圧
倒
さ
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」
の
様
子
。
モ
ロ
ハ
シ

さ
ん
を
追
い
か
け
よ
う
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
不
適
当
。
ウ
は
、
ア
ラ
タ
が
陽

介
に
示
し
た
態
度
と
、
そ
ん
な
ア
ラ
タ
に
陽
介
が
示
し
た
態
度
を
客
観
的
に
見
た
も
の
。
ど

ち
ら
も
「
ぼ
く
」
に
対
す
る
接
し
方
で
は
な
い
の
で
不
適
当
。
エ
は
、
「
陽
介
は
、
ぼ
く
に

応
援
し
て
も
ら
い
た
い…

…

そ
れ
だ
け
は
ま
ち
が
い
な
い
」
と
思
う
こ
と
で
、
前
向
き
に
な

ろ
う
と
し
て
い
る
「
ぼ
く
」
の
様
子
。
「
ぼ
く
」
か
ら
の
応
援
を
求
め
る
陽
介
の
心
情
を
考

え
る
こ
と
で
、
応
援
団
を
や
れ
る
と
感
じ
て
い
て
、
陽
介
に
意
識
が
向
い
て
い
る
様
子
が
表

さ
れ
て
い
る
。
エ
が
適
当
。

四

㈠

歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
、
ワ
行
の
「
い
」
は
「
ゐ
」、
「
え
」
は
「
ゑ
」
と
表
記
す
る

が
、
発
音
は
「
い
」
「
え
」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
こ
の
ゆ
ゑ
に
」
の
「
ゑ
」
は
「
エ
」

と
発
音
す
る
。
現
代
仮
名
遣
い
は
、
発
音
通
り
の
表
記
が
原
則
な
の
で
、
「
こ
の
ゆ
え
に
」



〔
解

答
〕
（
一
問
㈠
㈡
・
二
・
三
問
㈠
・
四
問
㈠

２
点
×
13

一
問
㈤
・
三
問
㈢
㈣
㈥
・
四
問
㈡
㈣
㈤

３
点
×
７

一
問
㈥
㈦
・
四
問
㈢

４
点
×
４

一
問
㈢
・
三
問
㈡

５
点
×
２

一
問
㈣
・
三
問
㈤

６
点
×
２

五

15
点
）

一

問
㈠

イ

㈡

ウ

㈢

一
度
か
ら
だ
が
書
き
方
を
覚
え
た
文
字
は
、
し
っ

か
り
確
認
し
な
く
て
も
書
け
て
し
ま
う
こ
と
。(

例)

㈣

そ
の
と
き
ど
き
の
い

ろ
い
ろ
な
気
分
に
基
づ
い
て
、
自
分
の
意
志
で
行
動
を
選
択
す
る
際
に
、
か
ら
だ
の

在
り
方
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
。(

例)

㈤

ウ

㈥

エ

㈦

ウ

二

問
㈠
①

あ
わ(

い)

②

む
く(

わ
れ
る)

③

け
ん
む

④

え
ん
か
つ

⑤

備(

え
て)

⑥

設(
け
る)

⑦

圧
巻

⑧

金
属

㈡

イ

三

問
㈠

ア

㈡

モ
ロ
ハ
シ
さ
ん
は
陸
上
を
や
っ
て
い
て
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

強
化
選
手
だ
っ
た
時
期
も
あ
る
こ
と
。(

例)

㈢

ウ

㈣

モ
ロ
ハ
シ
さ
ん

は
、

㈤

陽
介
が
、
「
ぼ
く
」
に
応
援
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
く
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
、
「
ぼ
く
」
を
応
援
団
に
推
薦
し
た
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ

た
。(

例)

㈥

エ

四

問
㈠

こ
の
ゆ
え
に

㈡

多
く

㈢

ａ

猫
の
皮
が
は
ら
れ
て
い
る
も
の

(

例)

ｂ

海
の
波
風
が
大
き
く
な
る(

例)

㈣

イ

㈤

ね
ず
み

五

別
ペ
ー
ジ
の
解
答
例
参
照

〔
解

説
〕

一

問
㈠

｢

通
過
」
と
イ
「
歓
喜
」
は
意
味
が
似
た
字
を
並
べ
た
構
成
。
ア
「
曲
線
」
は
上

の
字
が
下
の
字
を
修
飾
す
る
構
成
。
ウ
「
利
害
」
は
反
対
の
意
味
の
二
字
。
エ
「
着
席
」
は

下
の
字
が
上
の
字
の
目
的
や
対
象
を
示
す
も
の
。

㈡

Ａ

を
含
む
文
は
「…

…

か
ら
で
す
」
と
い
う
理
由
を
表
す
形
で
終
わ
っ
て
い
る
。

ド
リ
ブ
ル
を
す
る
と
き
に
「
ボ
ー
ル
を
一
所
懸
命
に
見
て
、
な
ん
と
か
自
分
の
手
で
ボ
ー
ル

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
」
す
る
プ
ロ
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
選
手
が
い
な
い
理
由
を
述

べ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
前
の
内
容
に
つ
い
て
の
理
由
を
示
す
と
き
に
使
う
「
な
ぜ
な
ら
」
が

入
る
。

Ｂ

の
前
で
は
、「
多
く
の
場
合…

…

気
分
に
基
づ
い
て
、
自
分
の
意
志
で
階

段
や
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
選
択
し
て
い
る
」
と
い
う
現
実
の
捉
え
方
に
つ
い
て
「
『
か
ら
だ
』

に
関
す
る
視
点
が
抜
け
落
ち
て
い
る
」
と
い
う
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、

後
で
は
「
本
当
は…

…

選
択
を
す
る
前
提
に
、
私
た
ち
自
身
の
か
ら
だ
が
存
在
し
て
い
る
」

と
言
い
換
え
て
説
明
し
て
い
る
の
で
、
「
つ
ま
り
」
が
入
る
。

㈢

ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
指
示
語
が
指
す
も
の
は
直
前
に
あ
る
。「
考
え
事
を
し
な
が
ら
歩
い

て
も
目
的
地
に
た
ど
り
着
け
る
こ
と
」
と
似
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の

場
合
も
前
の
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
「
一
度
か
ら
だ
が
覚
え
」
る
と
、「
そ
こ
ま
で
集
中
し

て…
…

見
な
く
と
も…

…

よ
そ
見
を
し
な
が
ら
で
も
そ
の
文
字
を
書
け
て
し
ま
う
よ
う
に
」

な
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
同
趣
旨
正
解
。

㈣

｢

階
段
と
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
例
」
が
示
す
こ
と
と
し
て
筆
者
は
、
「
多
く
の
場
合
、
私
た
ち

は
そ
の
と
き
ど
き
の
い
ろ
い
ろ
な
気
分
に
基
づ
い
て
、
自
分
の
意
志
で…

…

選
択
し
て
い

る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
現
実
の
捉
え
方
と
し
て
不
十
分
」
と
し
、「
選
択
を
す
る
前
提
に
、

私
た
ち
自
身
の
か
ら
だ
が
存
在
し
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
「
私
た
ち
は
自
ら
の
か
ら

だ
の
在
り
方
に
よ
っ
て
、
思
考
や
判
断
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
」
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
の
で
あ
る
。
同
趣
旨
正
解
。

㈤

｢
か
ら
だ
が
変
わ
る
」
こ
と
で
「
経
験
す
る
世
界
も
変
わ
る
」
例
と
し
て
、
本
文
中
で
は

「
赤
ち
ゃ
ん
が
ハ
イ
ハ
イ
か
ら
歩
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
」
「
落
書
き
が
文
字
に
変
わ
る
こ

と
」「
ボ
ー
ル
投
げ
が
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
に
変
わ
る
こ
と
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
成
長
や
練
習
に
よ
っ
て
か
ら
だ
が
変
わ
り
、
何
か
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
ア
、
イ
、
エ
は
そ
れ
と
同
様
だ
が
、
ウ
「
友
人
が
増
え
た
こ
と
」
は
、
か
ら
だ
の

変
化
で
は
な
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
４
FS
３
｜
１







 



 





１ ⑴ 広い視野で観察物を見つけるため。(例) ⑵ Ｂ→Ａ→Ｃ(完答) ⑶ イ

⑷ がく ⑸ エ

２ ⑴ ア ⑵ エタノール ⑶ Ｂ ⑷ (植物に当たる光の量が)多いほど，

光合成がさかんに行われ，成長に必要なデンプンがたくさんつくられるから。(例)

⑸ イ，ウ(順不問・完答)

３ ⑴ 右図参照 ⑵ ウ ⑶ Ｘ…高く，Ｙ…高く(完答) ⑷ イ ⑸ ウ

４ ⑴ ア ⑵ エ ⑶ 火成岩 ⑷ ア

⑸ (マグマが，)地表や地表付近で急速に冷え固まったため。(例)

５ ⑴ 溶質 ⑵ エ ⑶ 15ｇ ⑷ (水溶液を)加熱して水を蒸発させる。(例)

⑸ ａ…Ｙ，ｂ…Ｚ，ｃ…Ｘ(完答)

６ ⑴ ウ ⑵ (試験管Ｂの中に)火のついた線香を入れたところ，線香が激しく燃えたから。(例)

⑶ ア，エ(順不問・完答) ⑷ 2Ag2O → 4Ag ＋O2 ⑸ ア…5.4 ，イ…1.4 (完答)

７ ⑴ ウ ⑵ 磁界の強いところでは磁力線の間隔がせまく，磁界の弱いところでは磁力線の間隔が広い。(例)

⑶ 交流 ⑷ 2.4Ｗ ⑸ イ，ウ(順不問・完答)

８ ⑴ 実像 ⑵ 12 cm ⑶ ①…＜，②…＜(完答) ⑷ エ ⑸ ア，イ(順不問・完答)

〔解 説〕

１ ⑴ 低倍率で観察物が見つかったら，観察物を視野の中央へ移動させ，高倍率にしてくわしく観察する。

⑵，⑶ 図１のＡはミカヅキモ，Ｂはゾウリムシ，Ｃはミジンコ。図１に示されている倍率が大きいものほど，実際

の大きさは小さい。ＡとＢはからだが１つの細胞でできている単細胞生物，Ｃはからだが多数の細胞からできてい

る多細胞生物である。Ｃのミジンコは無セキツイ動物であり，エビやカニなどと同じ，節足動物のうちの甲殻類と

いうグループに分類される。

⑷ 花のつくりは，外側から順に，がく→花弁→おしべ→めしべ になっている。

⑸ アブラナやエンドウの花では，花弁が１枚ずつ離れている。めしべは，先端の部分を柱頭といい，おしべのやく

から出た花粉がつく部分。また，下部のふくらんだ部分は子房といい，図２のように，中に胚珠が入っている。こ

のような，子房の中に胚珠がある植物を被子植物といい，受粉が行われると，胚珠は種子に，子房は果実になる。

２ ⑴ 事前に植物を暗室に置くのは，葉のデンプンをなくしておくため。植物は，日光の当たらない場所では呼吸だけ

を行う。道管は根から吸収された水が通る管，師管は葉でつくられた養分が水に溶けやすい物質となって通る管。

⑵ 湯であたためたエタノールに葉をひたして脱色することで，ヨウ素液による色の変化を見やすくする。

⑶ Ａ～Ｆの条件と結果は，右表のようにまとめることができる。光合成にお

ける葉緑体の影響を調べるのであれば，Ａと，｢葉緑体の有無｣以外の条件が

Ａと同じ対照実験であるＢを比較する。Ａではヨウ素反応があり，Ｂでは反

応がなかったことから，光合成には葉緑体が必要であると判断できる。

⑷ 日光の当たる量がＡよりも少なかったＥの部分では，つくられるデンプン

の量が少なく，光合成がＡほどさかんには行われなかったと考えられる。

⑸ 光合成とは，植物が光を受けたとき，細胞にある葉緑体で，水と二酸化炭

素を原料にデンプンなどの養分と酸素をつくり出すはたらきのことである。

３ ⑴ 雲量が０と１は快晴( )，２～８は晴れ( )，９と 10 はくもり( )である。風向は風がふいてくる向きのこ

となので，ひもが北東にたなびいたという情報から，観測１での風向は南西である。

⑵ 上昇した空気のかたまりは，気圧の低い上空で膨張し，温度が下がる。やがて空気の温度が露点に達すると，飽

和水蒸気量を超えた水蒸気が水滴や氷の粒となる。これが雲である。

⑶ 乾球温度計に巻いた布がぬれている場合，湿度が低いときほど水が激しく蒸発するため，より熱がうばわれて温

度が下がる。よって，湿度が低いときほど乾球と湿球の示度の差は大きくなる。布がかわいていると，湿球の示度

が下がらないため乾球と湿球の示度の差は小さくなる。乾湿計用湿度表では，示度の差が小さいほど湿度が高い。

⑷ 表より，26℃での飽和水蒸気量は 24.4 g/m3なので，湿度 68％の空気中にふくまれる水蒸気量は 24.4 × 0.68

＝ 16.592〔g/m3〕 よって，飽和水蒸気量が 16.3 g/m3である 19℃が最も露点に近い。

2024FS３－１

〔解 答〕(配点：１⑴⑶，２⑶～⑸，３⑴～⑶，４⑶⑸，５⑷⑸，

６⑵⑷⑸，７⑵⑷⑸，８⑷⑸ ３点× 20 他 ２点× 20)

葉緑体 日光 ヨウ素反応

Ａ 〇 〇 〇

Ｂ × 〇 ×

Ｃ 〇 × ×

Ｄ × × ×

Ｅ 〇 △ △

Ｆ × △ ×



⑸ 晴れた日は，14 時頃に最も気温が高くなる。空気中の水蒸気量が１日を通してほぼ一定であれば，湿度は気温と

逆の変化をするため，14 時頃に湿度が最も低くなっているウを選ぶ。

４ ⑴，⑵ ねばりけの強いマグマからできた火山は，激しく爆発的に噴火し，盛り上がった形をしていて，マグマが冷

え固まってできた火山灰や溶岩は白っぽい色をしている。よって，図１の白っぽい色をした火山灰は，盛り上がっ

た形の火山から噴出されたものであると考えられる。セキエイも無色鉱物であるが，不規則な割れ方をする。

⑶，⑷ マグマが冷え固まってできた火成岩のうち，図２のＡのような等粒状組織をもつものを深成岩といい，Ｂの

ような石基と斑晶からなる斑状組織をもつものを火山岩という。玄武岩，流紋岩，安山岩は火山岩である。

⑸ 等粒状組織は，マグマが地下深くでゆっくり冷え固まり，鉱物が大きな結晶に成長することでできる。斑状組織

にふくまれる斑晶は，マグマがゆっくり冷えて大きな結晶に成長したものであり，その後，斑晶をふくんだマグマ

が地表付近で急速に冷やされると，大きな結晶になれなかった部分が細かい粒のまま固まって，石基となる。

５ ⑴，⑵ 溶質が溶媒に完全にとけた溶液中では，溶質が均等に散らばり，その状態がいつまでも続く。

⑶ 水 60ｇに物質  ｇが溶けて，質量パーセント濃度が 20％の水溶液となっているので，


60＋ × 100 ＝ 20〔％〕

という式が成り立ち， ＝ 15〔ｇ〕と求められる。

⑷ 水温による溶解度の差が大きい物質ほど，再結晶で多くの結晶が現れる。溶解度が温度によってほとんど変わら

ない物質は，水溶液を加熱して水を蒸発させることで，結晶を取り出すことができる。

⑸ 表１から，35℃のときには物質ｃだけがとけ残ることがわかるため，表２で，35℃のときの溶解度が最も小さい

物質Ｘがｃである。また，表１から，15℃のときにすべてとけるのは物質ａだけなので，表２で，15℃のときの溶

解度が最も大きい物質Ｙがａであることがわかる。よって，残った物質Ｚはｂである。

６ ⑴ はじめに出てきた気体は，試験管Ａ内にあった空気を多くふくむため，気体の性質を調べるのには適さない。

⑵～⑷ 実験１では，酸化銀(Ag2O)が熱分解されて，銀(Ag)と酸素(O2 )が生じる。酸素は空気中に約 21％ふくま

れる気体で，ものを燃やす性質(助燃性)がある。銀には，すべての金属に共通する｢みがくと光る｣｢たたくとうすく

広がる｣｢熱を伝えやすい｣｢電流を通しやすい｣などの性質がある。

⑸ 実験１では，酸化銀 2.9ｇが完全に分解され，銀 2.7ｇと酸素 0.2ｇが生じた。実験２において生じた酸素の質量

は 7.2 － 6.8 ＝ 0.4〔ｇ〕なので，この酸素 0.4ｇと結びついていた銀の質量を  ｇとすると，2.7：0.2 ＝ ：0.4

 ＝ 5.4〔ｇ〕である。よって，加熱後に残った固体の物質 6.8ｇ中には，分解によって生じた銀 5.4ｇと，まだ反

応していない酸化銀 6.8 － 5.4 ＝ 1.4〔ｇ〕がふくまれていると考えることができる。

７ ⑴ 磁力のはたらいている空間を磁界といい，棒磁石のまわりの磁界は，Ｎ極から出てＳ極に入る向きにできる。

⑵ 磁石の極の近くは磁界が強く，間隔のせまい磁力線で表される。磁力線は，途中で曲がったり交わったりしない。

⑶ 交流に対し，一定の向き(＋極から－極)へ流れる電流を直流という。乾電池による電流は直流である。

⑷ 400 mA ＝ 0.4Ａ より，電圧の大きさは 0.4× 15 ＝ 6.0〔Ｖ〕 電力の大きさは 6.0 × 0.4 ＝ 2.4〔Ｗ〕

⑸ 検流計の針は，＋端子から電流が流れこむと＋端子側にふれ，－端子か

ら電流が流れこむと－端子側にふれる。図３の電源装置のつなぎ方から考

えると，図４で矢印Ｘの向きに導線がふれるのは，右図の矢印の向きに電

流が流れたときである。これは，図２において｢＋端子から電流が流れこ

んだとき｣，つまり｢針が＋端子側にふれたとき｣と同じであるため，この向

きに電流を流すためには，コイルの上で，Ｎ極を下に向けた磁石を下から

上に動かすか，Ｓ極を下に向けた磁石を上から下に動かせばよい。

８ ⑴ 物体が凸レンズの焦点よりも外側にあるとき，凸レンズを通った光が集まってできる像を実像という。

⑵，⑶ 凸レンズから物体までの距離が焦点距離の２倍のとき，焦点距離の２倍の位置に置いたスクリーン上に，実

物と同じ大きさの実像がうつる。物体を凸レンズＡから遠ざけて，距離Ｐを 24 cmよりも大きくした場合，実像が

うつるときの距離Ｑは 24 cm よりも小さくなり，実像の大きさは実物よりも小さくなる。

⑷ 物体のどの部分から出た光も，凸レンズの紙でおおわれていない部分を通るが，光の量が減るため像は暗くなる。

⑸ 凸レンズＡとＢに光が入射する様子を，右図のように考えると，入射角はＡの

方が小さい。空気中から透明な物質中へ光が入射するときには，入射角＞屈折角

であり，凸レンズＡを通過する光の方が屈折が小さいことから，凸レンズＡの方

が焦点距離が長いと考えられる。よって，焦点距離の短い凸レンズＢを用いて実

物と同じ大きさの像をスクリーン上にうつそうとする場合は，凸レンズＡを用い

たときよりも距離ＰとＱの値を小さくする必要がある。



１  ア  イ  ウ



 エ  𮛐    ，  

 ∠ 度  解説参照（部分点あり）   人  下の図（例）（部分点あり）

２ 







３  ア  


（部分点あり） イ  


  Aの箱  箱

Bの箱  箱

４  点 A の  座標  a の値 a



 PQ 

 ア  イ  

５  解説参照（部分点あり）  解説参照（部分点あり）   

〔解 説〕

１  ア   

イ 









ウ
































エ


𮛐 
 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， ，

 
a


に ，  を代入すると，
a


a  よって， 



 

この式に   を代入すると，  

 ABAC より，∠BCA 点 Cを通り直線  に平行な直線を

ひく。右の図で，平行線の錯角は等しいから，∠

 X の百の位の数を a，一の位の数を b として，十の位の数を a，b を用いた式で表すと，

ab となる。よって，Xaabbaabb

abab ab は整数だから，ab は  の倍数である。

したがって，X は  の倍数になる。

 中央値は得点が低い順に並べたときの  番目と  番目の得点の平均値であり，それが . 点のとき， 番目の

得点は  点， 番目の得点は  点である。よって， 点をとった人の人数は， 人

 ∠APC∠PAC∠ACB∠ABC∠ACB

よって，頂点 A から辺 BC にひいた垂線と辺 BCとの交点が Pとなる。

２  が書かれたカードを a，b， が書かれたカードを a，b とすると， 枚のカードの取り出し方は，

，a，，b，，，，a ，，b ，a，b，a， ，a，a，a，b，b， ，

b，a，b，b，，a，，b，a，b の  通りである。
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〔解 答〕(配点：１，３イ，４ ３点×８ １，３ア，４ア ４点×７ ２ ５点×２

１，４イ，５ ６点×５ ５ ８点)



 取り出した  枚のカードに書かれた数が同じになるのは，a，b，a，b の  通り。よって，取り出した

 枚のカードに書かれた数が異なる確率は 







  𮛐   となるとき，  𮛐  

 より， これを満たすのは，a， ，a，a，

a，b，b， ，b，a ，b，b の  通り。よって，求める確率は







３  メロンの個数から， …① 箱の個数から， …② ①② より，

これを②に代入すると， 

 A，Bの箱の数をそれぞれ a 箱，b 箱とする。売上金額の合計から，ab

両辺を  でわると，ab …① A，Bそれぞれの箱の売上金額の合計の比から，

ab ab ab …② ②を①に代入すると，bb b b

これを②に代入すると，a a

４  点 A の  座標は， 



 に  を代入して， 



 点 A は②のグラフ上にあるから，

a に  ， を代入して，a a



 点 Pの  座標は， 



 に  を代入して， 



 点 Q の  座標は点 Pの  座標に等

しく  点 Q の  座標は，



 に  を代入して，



 よって，PQ 

 ア PQPS より，PQPS よって，直線 QSの傾きは，



 

イ 点 P，Q の  座標を  とおくと，点 Pの  座標は 



，点 Q の  座標は



 だから，

PQ 







  点 S は  軸上にあるから，点 S の  座標は  PS  

PQPS より， が成り立つ。これより，  

よって，長方形PQRSPQPS 

５  △ABC と △DAH において，

仮定から， ABDA ……①

∠ACB ……②

∠DAB ……③

DHAGで，錯角は等しいから， ∠DHA∠HAG∠CAG ……④

②と △ABC の内角の和から， ∠ABC∠BAC∠BAC ……⑤

③より， ∠DAH∠BAC∠BAC ……⑥

⑤，⑥より， ∠ABC∠DAH ……⑦

①，②，④，⑦より，直角三角形で，斜辺と  つの鋭角がそれぞれ等しいから，

△ABC△DAH

 仮定から， AGDH ……①

仮定と，△ABC△DAH より，AGACDH ……②

①，②より， 組の向かい合う辺が，等しくて平行であるから，四角形 AGHD は平行四辺形である。

 △ABC△DAH より，DHAC，AHBC

平行四辺形の対角線は，それぞれの中点で交わるから，HIAI

よって，四角形BCID台形BCHD△DIH







 



１ ⑴ ７月７日午後 11時 ⑵ ①…Ｃ，②…ウ（完答） ⑶ Ａ国…カ，Ｄ国…ア（完答）

⑷ あ…ア，い…インド（完答） ⑸ ａ オ ｂ う：パンパ え：バイオ（エタノール）

⑹ 記号…Ｙ，理由…夏と冬の気温の差が比較的大きいから。（例）（完答）

２ ⑴ フォッサマグナ ⑵ Ｐ：ア Ｑ：ウ ⑶ オ ⑷ 東北地方…ウ，中部地方…イ（完答）

⑸ ａ この地域は水はけの良い扇状地になっており，1956 年には桑畑や果樹園に利用されていたが，2006 年

にはほぼ全域が果樹園に利用されるようになった。（例） ｂ 日照時間が短くなると開花する（例） ⑹ エ

３ ⑴ ａ ウ ｂ イ ⑵ 貴族や寺社が周辺の農民を使って開墾を進め，私有地を増やす（例）

⑶ ａ あ…承久（の乱），い…平清盛（完答） ｂ 将軍が御家人の領地を守り，手柄に応じて増やすこと。（例）

⑷ 人物…ザビエル，記号…エ（完答）

⑸ ａ エ ｂ 一揆の中心人物がだれかわからないようにするため。（例）

４ ⑴ Ｐ…ア，Ｑ…ウ，Ｒ…イ（完答） ⑵ ア，イ，ウ（完答） ⑶ 日露戦争は，日清戦争よりも死者数と戦費

が多く，国民の負担が重かったが，ポーツマス条約で賠償金を得ることができなかったから。（例）

⑷ ａ バルカン（半島） ｂ オーストリア ｃ イギリスと同盟を結んでいた（例）

⑸ ア ⑹ 社会主義国のソ連では，五か年計画とよばれる計画経済を行っていた（例） ⑺ ウ

５ ⑴ ねぶた祭：イ 竿燈まつり：ア ⑵ 版籍奉還

⑶ 年少人口の割合が高く，老年人口の割合が低い。（例） ⑷ 推古（天皇）

⑸ 戦争の悲惨さを伝えることで，平和を維持していくためのもの。（例） ⑹ ア ⑺ 宇都宮（市）

⑻ EU に早く加盟した国の方が，後から加盟した国に比べて一人あたりの国民総所得が高くなっている。（例）

〔解 説〕

１ ⑴ 経度差 15 度で１時間の時差が生じる。西経 135 度の経線を標準時子午線とするアンカレジと，東経 120 度の

経線を標準時子午線とするウランバートルの経度差は 255 度で，255（度）÷ 15（度）＝ 17 時間。東経に位置する

ウランバートルの方が西経に位置するアンカレジよりも時間が 17 時間進んでいる。

⑵ Ａはエクアドル，Ｂはキューバ，Ｃはニュージーランド，Ｄはミャンマー。エクアドルは南アメリカ州，キュー

バは北アメリカ州，ミャンマーはアジア州に属している。緯度０度の緯線にあたる赤道は，アジア州ではシンガポー

ル付近を，南アメリカ州ではエクアドルなどを通っている。

⑶ Ａのエクアドルは「太平洋に面する」と「主要言語がスペイン語またはポルトガル語」の二つにあてはまるのでカ，

Ｂのキューバは「主要言語がスペイン語またはポルトガル語」だけにあてはまるのでオ，Ｃのニュージーランドは

「太平洋に面する」だけにあてはまるのでキ，Ｄのミャンマーは「仏教を主に信仰する」だけにあてはまるのでア。

⑷ 100人あたりの自動車保有台数は，自動車保有台数÷人口× 100 で求められ，自動車保有台数が少なく，人口が

多い国ほど 100 人あたりの自動車保有台数が少ない。アはインド，イはアメリカ合衆国，ウは日本，エは韓国。

⑸ ａ Ｅ国はブラジル。日本もブラジルから鉄鉱石を多く輸入している。 ｂ Ｆ国はアルゼンチン。バイオエ

タノールは，さとうきびやとうもろこしなどからつくられるアルコール燃料で，燃焼しても大気中の二酸化炭素の

総量が増加しないと考えられていることから，再生可能エネルギーとして注目されている。

⑹ Ⅰはアンデス山脈中の高地に位置するラパス（ボリビア）でＺ，Ⅱは南半球の温帯に位置するシドニー（オースト

ラリア）でＹ，Ⅲは熱帯に位置するクアラルンプール（マレーシア）でＸにあてはまる。低緯度に位置するクアラル

ンプールとラパスは月ごとの気温の変化が小さいが，シドニーは気温の変化が比較的大きい。

２ ⑴ フォッサマグナはラテン語で「大きな溝」を意味し，地質学において東北日本と西南日本の境目となっている。

⑵ Ｐにあてはまるアの知床は，2005 年７月にユネスコの世界自然遺産に登録された。Ｑにあてはまるウの石狩平

野は，他の地域から土を搬入する客土を経て，北海道有数の稲作地帯となった。

⑶ Ａには水力発電が盛んなⅡの長野県，Ｂには原子力発電が盛んなⅢの福井県，Ｃには火力発電が盛んなⅠの千葉

県があてはまる。

⑷ 製造品出荷額が多く，年間商品販売額が最も多いアは関東地方，製造品出荷額が最も多いイは中部地方，製造品

出荷額が比較的少ないウは東北地方，海面漁業漁獲量が最も多いエは北海道地方にあてはまる。

⑸ Ｘは山梨県。扇状地は，川が山間部から平地に出たところに土砂が堆積してつくられる扇型の土地で，粒の大き

な土砂が堆積するため水はけが良く（水持ちが悪く），水田には適していない。そのため，古くは桑畑（ ）として

利用されてきたが，現在では，収益性の高い果樹園（ ）として利用されるところが多くなっている。 ｂ Ｙ

の愛知県に位置する渥美半島や沖縄県では，日照時間が短くなると開花する菊の特性を利用し，電灯の光をあてて

〔解 答〕（配点：１⑹，２⑸ａ，４⑶，５⑻ ４点×４
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２⑸ｂ，３⑵⑶ｂ⑸ｂ，４⑷ｃ⑹，５⑶⑸ ３点×８ 他 ２点× 30）



成長を抑制し，出荷時期を計画的に遅らせる電照菊の栽培が盛んに行われている。

⑹ Ｚは静岡県で，エは富士市について述べている。アの潮境は東北地方の三陸海岸などの沖合に形成される。イの

輪島塗や加賀友禅，山中漆器は石川県の伝統的工芸品。ウは京葉工業地域についての説明。

３ ⑴ ａ 「エジプトはナイルのたまもの」と表現されるように，ナイル川が運ぶ肥沃な土壌の恩恵を受けて発展した。

ユーフラテス川はチグリス川とともに，メソポタミア文明が発展した地域を流れる。甲骨文字は中国で殷が栄えて

いたころに発明された文字。 ｂ 古代ギリシャでは，アテネやスパルタのような，ポリスとよばれる都市国家

が多数形成された。コロッセオは古代ローマでつくられた円形闘技場。

⑵ 墾田永年私財法では，新しく開墾した土地（墾田）の永久の私有が認められたため，貴族や寺社はまわりの農民を

使って盛んに開墾を行ったり，墾田を買い取ったりして私有地を広げていき，公地・公民の原則はくずれた。私有

地の管理に置かれた事務所や倉庫を「荘」とよんだので，このような私有地は後に荘園とよばれるようになった。

⑶ ａ 1221 年に後鳥羽上皇は，鎌倉幕府３代将軍の源実朝が暗殺された事件を，幕府を倒す好機と見て兵を挙げ

たが，北条政子の演説などにより団結した幕府の大軍に敗れ，隠岐（島根県）に流罪となった。この承久の乱をおさ

えた鎌倉幕府は，京都に六波羅探題を置いて朝廷を監視し，上皇に味方した貴族や西日本の武士の領地を取り上げ

て，その地頭には東日本の武士を任命するなどして，幕府の支配を固めていった。また，平清盛は，鎌倉幕府成立

以前に日宋貿易によって巨額の利益を手にするなどして，権力をより強大なものにしていった。 ｂ 将軍（幕

府）が御家人の領地を保証したり，新たな領地を与えたりしたことを御恩という。一方，御家人が戦いの際に将軍（幕

府）のために命がけで戦うことなどを奉公という。

⑷ 1549 年，イエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルが鹿児島に来航した。

⑸ ａ アのスペイン船の来航禁止は 1624 年，ポルトガル船の来航禁止は 1639 年，イのシャクシャインによる反

乱が起きたのは 1669 年，ウの享保の改革が始まったのは 1716 年，エの徳川家康による大阪の陣は 1614 年から

1615 年にかけての出来事。 ｂ 資料４は，からかさ連判状とよばれる証文を示したもので，一揆の中心人物

が分かりにくくなっている。

４ ⑴ 清からもたらされた茶を飲む習慣が広まったイギリスでは，清からの茶の輸入が増え，代金として支払う銀が不

足するようになった。そこでイギリスは，植民地だったインドで麻薬のアヘンを栽培し，清に輸出した。

⑵ イは 1871 年，ウは 1874 年，アは 1877 年，エは 1889 年の出来事。

⑶ 日露戦争は，日清戦争と比べて死者や戦費が大幅に増えたため，増税による負担や戦争による犠牲に苦しんだ国

民は，ロシアから賠償金を得ることを強く求めていた。しかし，講和条約のポーツマス条約で賠償金が得られない

ことがわかると，国民は激しく政府を攻撃し，日比谷焼き打ち事件などの暴動事件が起こるまでになった。

⑷ ａ，ｂ…バルカン半島では紛争が続発しており，この半島は「ヨーロッパの火薬庫」とよばれていた。1914 年に，

セルビアの青年がオーストリアの皇太子夫妻を暗殺するサラエボ事件をきっかけに，第一次世界大戦が始まった。

ｃ…第一次世界大戦が始まると，日本は日英同盟を理由に連合国側に立って参戦し，欧米列強のアジアへの影響力

が弱まるのを見て，中国に二十一か条の要求を出すなどして，大陸へと進出していった。

⑸ Ⅰのラジオ放送が始まったのは 1925年，Ⅱの関東大震災が発生したのは 1923年の出来事。

⑹ 1917 年のロシア革命後に誕生したソ連（ソビエト社会主義共和国連邦）は，共産主義の考えにもとづいて「五か年

計画」による計画経済政策を進めており，世界恐慌の影響を受けずに，アメリカに次ぐ工業国に成長した。

⑺ 日本は 1945年８月 14日，ポツダム宣言を受諾して降伏し，翌 15 日に敗戦がラジオ放送で国民に伝えられた。

５ ⑴ 青森県ではねぶた祭，秋田県では竿燈まつり，宮城県では七夕まつり，山形県では花笠まつり，岩手県では盛岡

さんさ踊り，福島県ではわらじまつりなどが行われている。

⑵ 版籍奉還は，1869 年に明治政府が行った，全国の藩が所有していた土地と人民を朝廷に返還させた政治改革。

この後も藩主が知藩事としてそのまま藩政を行っていた状況を受け，明治政府は 1871 年に廃藩置県を実施し，知

藩事を廃止して中央から新たに府知事や県令を派遣した。

⑶ 多くの発展途上国では，年少人口が多く，老年人口が少ない富士山型の人口ピラミッドとなっている。また，医

療の進歩によって子どもの世代の死亡率が低くなって，年少人口が増え，全体の人口が急速に増加している。

⑷ 聖徳太子（厩戸皇子）が摂政として推古天皇を補佐し，十七条の憲法や冠位十二階の制定などを行った。

⑸ 負の遺産には，原爆ドームのほか，ユダヤ人を収容したポーランドのアウシュビッツ強制収容所などがある。

⑹ 姫路城は，豪華で雄大な桃山文化を代表する建造物。イの「新古今和歌集」は鎌倉時代に編さんされた。ウの葛飾

北斎は江戸時代後半の化政文化，エの井原西鶴は江戸時代前半の元禄文化で活躍した。

⑺ 栃木県は海に面していない内陸県で，関東地方の内陸県にはこの他に，埼玉県と群馬県がある。

⑻ 資料を見ると，EU に早く加盟した国は，後から加盟した国と比べて一人あたりの国民総所得が高くなっている

傾向が読み取れる。また，EU 内では，人や物などの行き来が自由であることから，一人あたりの国民総所得が高

く，働く場所などが多くある西部の国に，一人あたりの国民総所得が比較的低い東部の国から多くの人々が移って

いる。加盟国間で技術協力などができる一方，このような加盟国間の経済格差や安全保障，移民をめぐる問題など

で対立が起きていることが EUの課題である。


