


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
！

訪

日

外

国

人

旅

行

者

の

消

費

額

は

回

復

傾

向

で

、

二

〇

一

九

年

の

同

時

期

に

比

べ

て

、

二

〇

二

三

年

は

買

い

物

代

以

外

の

全

て

の

項

目

の

消

費

単

価

が

上

昇

し

て

い

る

。

そ

れ

に

伴

い

、

私

有

地

へ

の

無

断

侵

入

な

ど

の

マ

ナ

ー

違

反

が

課

題

と

な

っ

て

い

る

よ

う

だ

私

は

①

を

推

し

進

め

た

い

。

文

化

が

違

う

外

国

人

は

日

本

の

常

識

を

知

ら

な

い

場

合

が

多

い

の

で

、

看

板

や

Ｓ

Ｎ

Ｓ

で

禁

止

事

項

の

周

知

徹

底

を

図

る

べ

き

だ

。

入

域

制

限

や

時

間

・

時

期

の

分

散

化

等

は

観

光

へ

の

意

欲

を

そ

ぐ

可

能

性

も

あ

る

。

外

国

人

に

好

ま

れ

る

ア

ニ

メ

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

な

ど

を

用

い

て

マ

ナ

ー

を

伝

え

れ

ば

悪

い

印

象

に

は

な

ら

な

い

は

ず

だ

。 、

。。 。 。

、 、 、 、

｣ ｣

今
回
の
作
文
の
ポ
イ
ン
ト

⑴

資
料
Ａ
・
Ｂ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
書
く
。

⑵

推
し
進
め
た
い
対
策
を
資
料
Ｃ
か
ら
一
つ
選
び
、
選
ん
だ
理
由
を
含
め
て
対
策
に
つ
い
て
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)

／
前
段
で
資
料
Ａ
・
Ｂ
か
ら
読

み
取
れ
る
こ
と
を
書
い
て
い
る
。(

５
点)

／
後
段
で
資
料
Ｃ
か
ら
一
つ
選
び
、
選
ん
だ
理
由
を
含

め
て
対
策
に
つ
い
て
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
・
Ｂ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
書
く
。
右
の
作
文
で
は
資
料
Ａ
の
内
容
に
つ
い

て
一
文
目(

①)

、
資
料
Ｂ
の
内
容
に
つ
い
て
二
文
目(

②)

に
書
い
て
い
る
。
資
料
の
読
み
取
り
で
は
、

数
値
な
ど
の
違
い
が
顕
著
な
部
分
に
着
目
す
る
と
書
き
や
す
い
。
ま
た
、
二
段
落
構
成
で
書
く
こ
と

を
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
二
段
落
目
に
書
く
内
容
に
ス
ム
ー
ズ
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
一
段
落
目
か

ら
意
識
し
て
お
く
と
、
全
体
の
ま
と
ま
り
が
よ
く
な
る
。

〈
理
由
を
含
め
た
考
え
〉

次
に
、
推
し
進
め
た
い
対
策
を
資
料
Ｃ
か
ら
一
つ
選
び
、
選
ん
だ
理
由
を
含
め
て
対
策
に
つ
い
て

の
考
え
を
書
く
。
右
の
作
文
で
は
、
③
で
推
し
進
め
た
い
対
策
を
簡
潔
に
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
う

え
で
④
と
⑤
で
、
理
由
と
す
る
内
容
を
述
べ
、
続
け
て
⑥
で
、
自
分
な
り
に
考
え
た
具
体
的
な
方
法

を
示
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
前
段
で
述
べ
た｢

マ
ナ
ー
違
反
が
課
題
と
な
っ
て
い
る｣

と
い
う
読
み
取

り
と
つ
な
が
る
内
容
で
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

、 。

2024FS３－２

こ
う
い
う
場
合
、

、
や

。
や｣

は

改
行
せ
ず
、
行
の
末
尾
に
入
れ
る
。

。

●⑥

●⑤

●④

●③

●②

●①



【
訳
】

歌
は
名
が
知
ら
れ
て
い
る
歌
詠
み
で
な
く
て
も
、
道
理
を
前
提
と
し
て
聞
き
慣
れ
て
わ

か
り
や
す
い
文
芸
で
あ
る
の
で
、
身
分
の
低
い
者
の
心
に
も
自
然
と
良
し
悪
し
が
理
解
で

き
る
も
の
だ
。
長
守
が
語
っ
て
い
う
に
は
、
「
心
の
う
ち
を
述
べ
た
歌
を
多
く
詠
み
ま
し

た
中
に
、
ざ
れ
ご
と
歌
で
、

火
を
お
こ
さ
な
い
夏
の
炭
櫃
の
よ
う
で
、
人
も
構
わ
な
い
さ
む
ざ
む
し
い
我
が
身

で
あ
る
こ
と
よ

と
詠
ん
だ
の
を
、
十
二
歳
に
な
る
少
女
が
こ
れ
を
聞
い
て
、『
冬
の
炭
櫃
こ
そ
、
火
が

な
い
の
は
も
う
少
し
さ
む
ざ
む
し
い
の
に
。
ど
う
し
て
そ
う
お
詠
み
に
な
ら
な
い
の
で
す

か
』
と
申
し
上
げ
ま
し
た
の
で
、
残
念
に
も
非
難
さ
れ
て
返
事
の
し
よ
う
が
な
か
っ
た
」

と
語
っ
た
の
は
、
本
当
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

五

別
ペ
ー
ジ
の
解
答
例
参
照
。



よ
う
に
」
な
る
と
指
摘
す
る
。
現
状
に
つ
い
て
も
、
「
タ
テ
に
こ
だ
わ
る
古
い
体
質
の
企
業

…
…

新
し
い
波
に
乗
り
遅
れ
衰
退
し
が
ち…

…

ヨ
コ
の
関
係
を
機
軸
に
す
る
新
し
い
組
織
に

は
活
気
が
あ
り
ま
す
」
と
説
明
し
て
い
る
。
同
趣
旨
正
解
。

三

㈠

動
詞
の
活
用
の
種
類
は
、
そ
の
動
詞
に
打
ち
消
し
の
助
動
詞
「
な
い
」
を
つ
け
て
調

べ
る
と
よ
い
。「
な
い
」
の
直
前
の
音お

ん

が
ア
段
に
な
れ
ば
五
段
活
用
、
イ
段
に
な
れ
ば
上
一

段
活
用
、
エ
段
に
な
れ
ば
下
一
段
活
用
。
ア
は
「
決
め
な
い
」
と
、
直
前
の
音
が
エ
段
に
な

る
の
で
下
一
段
活
用
。
ほ
か
は
す
べ
て
五
段
活
用
で
あ
る
。

㈡

｢

ど
う
言
っ
て
い
い
も
の
か
迷
っ
た
」
も
の
の
、
「
切
り
込
ん
だ
」
聞
き
方
を
し
た
の
だ
か

ら
、
遠
回
し
に
せ
ず
直
接
問
題
に
踏
み
込
む
と
い
う
意
味
の
「
単
刀
直
入
」
が
入
る
。

㈢

読
み
進
め
る
と
、
平ひ

ら

古こ

場ば

は
日に

っ

新し
ん

商
で
眠
り
続
け
て
い
る
優
勝
旗
に
つ
い
て
話
し
た
い
の

だ
と
わ
か
る
。
大
会
が
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
日
新
商
は
優
勝
旗
を
返
還
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
校
舎
は
空
襲
で
燃
え
た
も
の
の
、
優
勝
旗
は
「
地
下
深

く
に
埋
め
ら
れ
て
お
り
無
事
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
優
勝
旗
に
ま
つ
わ
る
そ
の
話
に
つ
い
て
、

た
だ
の
旗
な
の
に
空
襲
か
ら
守
る
た
め
に
「
真
っ
先
に
埋
め
た
」
の
は
、
「
誰
も
が
あ
の
旗

を
と
っ
て
、
甲
子
園
に
行
き
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
だ
と
平
古
場
は
語
っ
て
い

る
。
そ
の
思
い
は
日
新
商
の
部
員
だ
け
で
は
な
く
、
自
身
も
含
め
た
「
み
ん
な
そ
う
」
だ
と

伝
え
た
か
っ
た
の
だ
。
同
趣
旨
正
解
。

㈣

｢

甲
子
園
で
野
球
。
や
り
た
い
よ
な
ぁ
」
と
つ
ぶ
や
い
た
神か

住す
み

自
身
も
焦
が
れ
て
い
た
と

い
う
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
夢
」
と
は
「
甲
子
園
で
野
球
」
を
や
る
こ
と
だ
と
わ
か
る
。

そ
れ
が
「
ど
う
あ
が
い
て
も
手
の
届
か
ぬ
ま
ま
」
に
な
る
と
は
、
中
止
に
な
っ
た
ま
ま
の
全

国
大
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
。
甲
子
園
で
野
球
を
や
る
ど
こ
ろ
か
、
や

る
機
会
さ
え
な
い
ま
ま
出
場
で
き
る
は
ず
の
年
齢
を
終
え
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
表
現

で
あ
る
。
同
趣
旨
正
解
。

㈤

直
前
の
「
あ
の
場
」
は
球
児
に
と
っ
て
の
聖
地
で
あ
る
甲
子
園
の
こ
と
。
沢さ

わ

村む
ら

栄え
い

治じ

や
嶋し

ま

清せ
い

一い
ち

の
甲
子
園
で
の
活
躍
を
思
い
起
こ
し
た
う
え
で
、「
彼
ら
は
聖
地
で
、
日
本
の
誰
も
が

知
る
英
雄
と
な
っ
た
」
と
、
傍
線
3
を
よ
り
具
体
的
に
わ
か
る
よ
う
に
言
い
換
え
て
い
る
。

㈥

神
住
は
、
甲
子
園
で
「
輝
い
た
者
た
ち
」
や
、
「
マ
ウ
ン
ド
で
夢
を
奪
わ
れ
た
自
分
」
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
た
ど
っ
た
道
が
、
当
時
想
像
し
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
思
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
平
古
場
に
つ
い
て
、
「
彼
は
ど
ん
な
道
を
ゆ
く
の
だ
ろ

う
。
あ
の
美
し
く
残
酷
な
マ
ウ
ン
ド
で
、
ど
ん
な
姿
を
見
せ
る
の
か
」
と
考
え
て
お
り
、
甲

子
園
で
野
球
を
し
た
平
古
場
が
ど
う
な
る
の
か
、
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

後
に
「
必
ず
、
お
ま
え
を
甲
子
園
の
マ
ウ
ン
ド
に
立
た
せ
た
る
」
と
宣
言
し
て
い
る
よ
う
に
、

平
古
場
を
甲
子
園
で
見
た
い
と
い
う
思
い
が
募
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

㈦

最
後
の
場
面
で
、
平
古
場
を
「
甲
子
園
の
マ
ウ
ン
ド
に
立
た
せ
た
る
」
と
言
っ
た
神
住
は
、

平
古
場
の
こ
と
を
「
大
阪
の
誇
る
左
腕
」
だ
と
評
し
て
い
る
。
投
手
と
し
て
の
平
古
場
の
能

力
を
買
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
表
現
だ
。

四

㈠

歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
、
語
頭
（
単
語
の
最
初
の
音
）
以
外
の
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
は

「
ワ
イ
ウ
エ
オ
」
と
発
音
し
、
発
音
ど
お
り
に
表
記
す
る
。
「
い
は
く
」
の
「
は
」
は
語
頭
で

は
な
い
か
ら
「
わ
」
と
発
音
・
表
記
す
る
の
で
、「
い
わ
く
」
が
正
解
。

㈡

名
が
知
ら
れ
て
い
る
歌
詠よ

み
で
な
く
、
「
あ
や
し
の
者
」
で
も
歌
の
良
し
悪あ

し
は
理
解
で

き
る
と
し
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
具
体
例
と
し
て
長な

が

守も
り

の
語
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
流
れ
。

歌
を
詠
む
経
験
が
豊
富
な
存
在
と
し
て
「
名
に
流
れ
た
る
歌
詠
み
」
を
、
歌
の
知
識
が
な
い

存
在
と
し
て
「
あ
や
し
の
者
」
を
対
照
的
に
示
し
た
う
え
で
、
ど
ん
な
人
で
あ
っ
て
も
良
し

悪
し
が
わ
か
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

㈢

歌
に
は
、「
火
お
こ
さ
ぬ
夏
の
炭す

櫃び
つ

」
と
あ
る
。
炭
櫃
は
寒
い
時
期
に
使
う
暖
房
器
具
で

あ
り
、
夏
に
火
を
お
こ
す
も
の
で
は
な
い
。
季
節
と
事
物
の
本
来
あ
り
得
な
い
と
り
あ
わ
せ

を
あ
え
て
示
し
た
歌
で
は
あ
っ
た
が
、
女
の
子
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
冬
の
炭
櫃
」
と
す
れ

ば
、
寒
く
て
暖
房
を
使
い
た
い
時
期
で
あ
る
の
に
使
わ
れ
て
い
な
い
暖
房
器
具
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
誰
に
も
相
手
に
さ
れ
な
い
さ
び
し
い
様
子
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
十
二
歳
に
な
る
女
の
子
が
指
摘
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
道
理
を
前
提
と
し
た
歌
の
良

し
悪
し
は
誰
で
も
判
断
で
き
る
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。
ａ
は
同
趣
旨
正
解
。

㈣

｢

火
お
こ
さ
ぬ
」
炭
櫃
と
は
、
使
用
さ
れ
て
い
な
い
炭
櫃
。
「
人
も
す
さ
め
ず
」
と
い
う
状

況
の
「
す
さ
ま
じ
の
身
」
が
、
使
用
さ
れ
て
い
な
い
炭
櫃
と
重
な
る
と
い
う
内
容
の
歌
な
の

だ
か
ら
、
誰
に
も
相
手
に
さ
れ
な
い
自
分
の
身
を
嘆
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。



〔
解

答
〕（
一
問
㈠
・
二
・
三
問
㈠
㈡
・
四
問
㈠

２
点
×
13

一
問
㈡
㈢
㈤
㈥
ａ
・
三
問
㈤
～
㈦
・
四
問
㈡
㈢
ｂ
㈣

３
点
×
10

一
問
㈥
ｂ
・
四
問
㈢
ａ

４
点
×
２

三
問
㈣

５
点

一
問
㈣
・
三
問
㈢

８
点
×
２

五

15
点
）

一

問
㈠

ア

㈡

生
き
方
を
決
定
づ
け
る
も
の

㈢

エ

㈣

こ
れ
ま
で

の
職
業
観
、
生
き
方
が
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
若
い
世
代
が
「
働
く
こ

と
」
に
つ
い
て
悩
み
、
苦
し
み
、
奮
闘
し
て
い
る
こ
と
。(

例)

㈤

イ

㈥

ａ

仕
事
を
選
択
し
、
将
来
を
自
分
で
切
り
開
い
て
い
く

ｂ

対
等
の
関

係
を
機
軸
に
し
て
活
気
を
生
む(

例)

二

問
㈠
①

ほ
が(

ら
か)

②

さ
え
ぎ(
る)

③

り
ん
か
く

④

と
ろ

⑤

閉(

じ
る)

⑥

冷(

め
る)

⑦

操
縦

⑧

植
樹

㈡

エ

三

問
㈠

ア

㈡

ウ

㈢

球
児
の
誰
も
が
甲
子
園
で
野
球
を
や
り
た
い
と
い

う
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
、
日
新
の
部
員
が
甲
子
園
に
持
っ
て
い
く
優
勝
旗
を
空
襲

か
ら
守
っ
た
出
来
事
を
示
す
。(

例)

㈣

大
会
が
開
か
れ
な
い
た
め
に
、
甲
子

園
で
野
球
を
す
る
と
い
う
夢
が
か
な
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。(

例)

㈤

日

本
の
誰
も
が
知
る
英
雄
と
な
っ
た

㈥

ウ

㈦

大
阪
の
誇
る
左
腕

四

問
㈠

い
わ
く

㈡

名
に
流
れ
た
る
歌
詠
み

㈢

ａ

夏
に
火
を
お
こ
す

も
の
で
は
な
い(

例)

ｂ

冬

㈣

ウ

五

別
ペ
ー
ジ
の
解
答
例
参
照

〔
解

説
〕

一

㈠

｢

受
け
皿
」
は
、
水
滴
な
ど
下
に
落
ち
る
も
の
を
受
け
と
め
る
皿
の
こ
と
で
、
転
じ

て
、
人
を
受
け
入
れ
る
組
織
な
ど
の
こ
と
も
意
味
す
る
。

㈡

直
後
で
、「『
本
位
』
と
い
う
生
き
る
『
指
針
』、
す
な
わ
ち
職
業
を
『
生
き
方
』
と
し
て

と
ら
え
た
」
と
、
職
業
に
関
す
る
漱そ

う

石せ
き

の
規
定
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
、
時
代

背
景
と
と
も
に
仕
事
と
人
生
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
具
体
例
を
盛
り
込
み
な
が
ら
説
明
し
て

い
き
、
最
終
段
落
で
、「
職
業
と
は
そ
の
人
の
本
位＝

生
き
方
を
決
定
づ
け
る
も
の
」
と
、

漱
石
の
考
え
を
改
め
て
言
い
換
え
て
い
る
。

㈢

｢

個
々
人
の
『
人
生
』
の
中
に
、
職
業
を
重
要
な
活
動
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
た
」
と

い
う
の
は
「
現
代
人
に
と
っ
て
は
ふ
つ
う
の
感
覚
」
だ
が
、
漱
石
が
そ
の
よ
う
に
定
義
づ
け

る
前
の
時
代
で
あ
る
江
戸
期
に
お
い
て
は
「
ふ
つ
う
の
感
覚
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
独
特
な
こ
と
を
意
味
す
る
「
画
期
的
」
を
入
れ
る

の
が
適
当
。

㈣

｢

か
つ
て
一
般
的
だ
っ
た
企
業
の
終
身
雇
用
が
、
過
去
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
」
「
将
来

も
安
泰
だ
と
見
ら
れ
て
い
た
多
く
の
大
企
業
が…

…

『
身
売
り
』
さ
れ
た
り
、
規
模
を
縮
小

し
て
い
る
」
こ
と
を
前
で
述
べ
、
後
で
は
「
デ
ジ
タ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
普
及
」
に
よ
る
変

化
や
「
Ａ
Ｉ
が
導
入
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
消
え
る
職
業
や
、
あ
ら
た
に
生
ま
れ
る
職
業
が
出
て

き
そ
う
」
な
状
況
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
「
こ
れ
ま
で
の
職
業
観
、
生
き
方

が
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
シ
ニ
ア
だ
け
で
は
な
く
若
い
世
代
が
「
『
働
く

こ
と
』
に
つ
い
て
悩
み
、
苦
し
み
、
奮
闘
し
て
い
る
」
の
だ
。
同
趣
旨
正
解
。

㈤

｢

こ
れ
ま
で
の
職
業
観
、
生
き
方
が
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
筆
者
の
考
え
に

対
し
て
「
い
さ
さ
か
大
げ
さ
で
は
な
い
か
」
と
い
う
「
反
論
」
も
あ
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
「
反
論
」
に
対
し
、
続
く
二
つ
の
段
落
で
「
冒
険
的
で
ち
ょ
っ
と
無
謀
に
感
じ
ら
れ
る

若
者
の
転
身
話
」
や
、
農
業
を
「
堅
実
で
や
り
が
い
の
あ
る
職
業
だ
と
見
る
人
が
増
え
て
」

い
る
状
況
を
挙
げ
て
い
る
。
実
際
に
職
業
観
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
起
き
て
い
る
事
象
を

紹
介
し
、
持
論
の
妥
当
性
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
。

㈥

ａ

江
戸
期
に
あ
っ
た
身
分
制
度
が
な
く
な
っ
た
明
治
時
代
は
、
自
分
で
職
業
を
選
択
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
江
戸
期
と
は
異
な
り
、
「
仕
事
を
選
択
し
、
将
来
を
自
分
で
切
り
開
い

て
い
く
」
必
要
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

ｂ

二
一
世
紀
は
、
「
職
業
の
大
変
動
期
を
迎

え
て
い
る
」
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
に
よ
っ
て
「
こ
れ
ま
で
の
職
業
観
、
生
き
方
が
通
用

し
な
く
な
っ
て
い
る
」
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
予
兆
か
ら
、
今
後
は
「
仕
事

で
も
暮
ら
し
で
も
、
上
下
（
タ
テ
）
の
関
係
よ
り
、
対
等
（
ヨ
コ
）
の
関
係
が
重
視
さ
れ
る

＜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
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３
｜
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１ ⑴ Ｘ…皮ふ Ｙ…中枢神経 ⑵ イ ⑶ 6.0 m/s

⑷ 刺激の信号が脳に伝わる前に，せきずいが命令の信号を出すから。(例)

２ ⑴ 栄養生殖 ⑵ 48 本 ⑶ Ａ…イ，Ｂ…ウ(完答) ⑷ 丸形：しわ形＝３：５ ⑸ (種子Ｐをま

いて育てた後)しわ形の種子をまいて育てた個体と交配し，できる子がすべて丸形の種子となればよい。(例)

３ ⑴ 粒の大きいれきは海岸付近に，粒の小さい泥は沖合に堆積する。(例)

⑵ イ ⑶ チャート ⑷ ウ ⑸ エ

４ ⑴ エ ⑵ ウ ⑶ 20 cm2 ⑷ (地点)Ｂ ⑸ 小
お

笠
がさ

原
わら

気団

５ ⑴ 質量保存の法則 ⑵ ①…オ，②…ア(完答) ⑶ ウ ⑷ 右図参照

⑸ 0.4ｇ

６ ⑴ 電解質 ⑵ ア ⑶ ア ⑷ NaCl → Na＋＋ Cl－

⑸ 水溶液中のイオンが，ほとんどなくなったから。(例)

７ ⑴ 音源の振動が空気に伝わり，その振動が空気中を次々に伝わって耳まで届い

たため。(例) ⑵ Ａ ⑶ エ ⑷ ア ⑸ 34ｍ

８ ⑴ ウ ⑵ 20Ω ⑶ 回路全体の抵抗が小さくなり，大きな電流が流れたから。(例)

⑷ イ ⑸ ア

〔解 説〕

１ ⑴，⑵ 感覚器官である皮ふの中には，物に触れた刺激を受け取る部分や，温度，痛み，圧力などの刺激を受け取る

部分がある。実験では，皮ふで受け取った｢右手をにぎられた｣という刺激が，信号となって感覚神経を通り，せき

ずいから脳へと伝わる。脳では｢左手で隣の生徒の右手をにぎる｣という命令の信号が出され，脳からせきずいを経

由し，運動神経を通って，運動器官である筋肉へ伝わる。判断や命令を行う脳やせきずいを中枢神経といい，中枢

神経から枝分かれして全身に広がる感覚神経や運動神経をまとめて末しょう神経という。

⑶ 信号が伝わる経路の長さは１人あたり 1.5ｍなので，12 人では 1.5 × 12 ＝ 18.0〔ｍ〕である。実験では，こ

の 18.0ｍを，刺激と反応の信号が 3.0 秒で伝わったことになるので，速さは 18÷ 3.0 ＝ 6.0〔m/s〕

⑷ ｢熱いものに触れて思わず手を引っこめる｣という反射では，信号が感覚神経からせきずいに伝わり，せきずいか

ら脳へ伝わると同時に，せきずいから手につながる運動神経にも伝わるため，意識と無関係に手が動く。意識して

起こす反応と比べると，脳で判断・命令を行う時間がかからない分，刺激を受けてから反応するまでの時間が短い。

２ ⑴ 無性生殖をする生物のうち，ミカヅキモなどの単細胞生物は，からだが２つに分裂して新しい個体をふやすこと

が多い。多細胞生物の中にも，イソギンチャクのように，からだの一部が分裂して新しい個体となるものがある。

⑵ 無性生殖では，体細胞分裂によって新しい個体ができる。細胞１個がもつ染色体の数は分裂の前後で変わらない。

⑶ 丸形のエンドウがもつ遺伝子の組み合わせは RR か Rr である。丸形としわ形をかけ合わせて得られる子の形質

が 丸形：しわ形＝１：１ となるのは，丸形が Rrのときなので，種子Ａは Rr，種子Ｂは rr である。

⑷ 実験１でできた子は，Rr：rr ＝１：１ の割合となっている。Rr をすべて自家受粉させると，孫の代は RR：Rr：

rr ＝１：２：１ となり，rr をすべて自家受粉させると，孫の代は RR：Rr：rr ＝０：０：４ となる。これらを

合わせて考えると RR：Rr：rr＝１：２：５ であるため，丸形(RRと Rr の合計)：しわ形( rr)＝３：５ である。

⑸ 仮に，種子Ｐが純系でない丸形(Rr)であったとすると，しわ形の種子とかけ合わせた場合，実験１と同様に，

得られる子の種子には丸形としわ形の両方の形質が現れることになる。

３ ⑴ 土砂にふくまれる粒は，大きい順に れき→砂→泥 である。粒の大きいれきは海岸に近いところに堆積し，沖に

向かうほど粒の小さい泥が堆積する。そのため，海岸から沖合にかけて，粒の大きさの異なる層ができる。

⑵ 凝灰岩は火山灰や軽石が堆積したものであるため，凝灰岩の層があると，火山の噴火があったことが推定できる。

アはれき岩，砂岩，泥岩の特徴，ウは火成岩のうちの火山岩の特徴，エは火成岩のうちの深成岩の特徴である。

⑶ 生物の死がいからできた堆積岩には石灰岩やチャートがあり，石灰岩に塩酸をかけると，二酸化炭素が発生する。

⑷ 地層が堆積した地質年代を知る手がかりとなる化石を，示準化石という。ビカリアやカヘイセキは新生代の，サ

ンヨウチュウやフズリナは古生代の，アンモナイトは中生代の，代表的な示準化石である。

⑸ 地層がすべて水平であることから，凝灰岩(岩石ｃ)の層の高さをそろえて地層の広がりを考えると，地点Ａ～Ｃ

における柱状図は，地点ＡがＱ，地点ＢがＲ，地点ＣがＰ。地点Ｄの標高は，地点Ｃの標高よりも５ｍ高い。

2024FS ３－２

〔解 答〕(配点：１⑶⑷，２⑶～⑸，３⑴⑸，４⑶～⑸，５⑷⑸，

６⑵⑷⑸，７⑴⑸，８⑶～⑸ ３点× 20 他 ２点× 20)



４ ⑴，⑵ 台風は，熱帯低気圧が南の海上で発達したものであり，地表付近では，中心へ向かって反時計回りに強い風

がふきこんでいる。この風によって送りこまれる大量の水蒸気が，台風の中心部にある上昇気流によって積乱雲と

なり，激しい雨を降らせる。天気図では，台風は間隔のせまい同心円状の等圧線で表され，前線をともなわない。

⑶ 質量 １kg ＝ 1000ｇ の物体にはたらく重力の大きさは 10Ｎ。この物体を水平面に置いて，力のはたらく面積

が  m2，圧力が 50 hPa＝ 5000 Pa であるとき，5000 ＝
10

 より， ＝ 0.002〔m2〕＝ 20〔cm2〕

⑷ 台風が最も接近したときに，最も気圧が低くなる。表で，気圧が最も低いのは２日目の０時。図で，Ｐが１日目

の午前９時を表していることから，Ｐから５個目の 〇 が０時の台風の中心であり，そこに最も近いＢが観測地点。

⑸ 日本列島付近には性質の異なる気団がいくつかあり，これらが季節ごとに発達したりおとろえたりして日本の四

季の天気に影響を与える。夏は太平洋上で小笠原気団が発達し，冬はユーラシア大陸上でシベリア気団が発達する。

５ ⑴，⑵ 実験１のように，密閉した中で炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を反応させると，反応の前後で物質が出入

りしない。よって，反応の前後で物質をつくる原子の種類と数が変わらず，質量保存の法則が成り立つ。

⑶ 炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を混ぜ合わせると，NaHCO3＋ HCl→NaCl ＋ CO2＋ H2O の反応が起こり，

塩化ナトリウム，二酸化炭素，水が生じる。炭素や二酸化炭素は，炭素をふくむが有機物とはいわない。

⑷ ふたを開ける前の質量と，ふたを開けた後の質量の差が，発生した二酸化炭素の質量である。表より，容器Ｄで

うすい塩酸５cm3と炭酸水素ナトリウム 2.0ｇが過不足なく反応して，二酸化炭素が 0.8ｇ発生している。容器Ｅ，

ＦではＤよりも炭酸水素ナトリウムの質量を多くしているが，発生した二酸化炭素の質量は 0.8ｇのままである。

⑸ 容器Ｆに入れた炭酸水素ナトリウム 3.0ｇのうち，2.0ｇはうすい塩酸５cm3と反応したので，1.0ｇが反応せず

に残っていると考えられる。表で，容器Ｂの結果から，炭酸水素ナトリウム 1.0ｇが完全に反応したときに発生す

る二酸化炭素の質量は 0.4ｇであることがわかる。

６ ⑴ 電圧を加えたとき，電流が流れる水溶液の溶質を電解質，電流が流れない水溶液の溶質を非電解質という。

⑵ 原子は原子核と電子からできていて，原子核は陽子と中性子からできている。電子は－の電気を，陽子は＋の電

気を帯びており，原子において陽子の数と電子の数は等しい。また，原子が電子を失うと＋の電気を帯びた陽イオ

ンになり，原子が電子を受け取ると－の電気を帯びた陰イオンになる。よって，陽子と電子の数が等しいイ～エは

原子を表し，陽子の数が電子の数より多いアは陽イオンを表している。

⑶ 実験２で電流の流れなかった水溶液Ａは非電解質の水溶液であることがわかるため，砂糖水である。

⑷ 電解質の水溶液であるＢ～Ｄのうち，実験１でスライドガラスに何も残らなかったＢはうすい塩酸，白色の固体

が溶けていたＣは食塩水，青色の固体が溶けていたＤは塩化銅水溶液である。食塩(塩化ナトリウム)は，水に溶け

ると，陽イオンであるナトリウムイオン(Na＋ )と陰イオンである塩化物イオン(Cl－ )に電離する。

⑸ 塩化銅水溶液中には，銅イオン(Cu2＋ )と塩化物イオン(Cl－ )が存在する。電流を流すと，銅イオンは銅原子に

なり，塩化物イオンは塩素原子に，さらに原子２個が結びついた塩素分子になるため，液中のイオンは減少する。

７ ⑴ 音源である弦の振動が周囲の空気を振動させ，その振動が耳の鼓
こ

膜
まく

に伝わることで音が聞こえる。

⑵ 弦を張る力が強いほど，弦の振動する部分が短いほど，振動数が多くなり，高い音が出る。

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，音の高さは変化しない。

⑷ 花子さんと太郎さんの時間の差は右図のＡのように音が伝わった結果，花子さん

と次郎さんの時間の差はＢのように音が伝わった結果である。よって，校舎で反射

した音が花子さんのいる地点ｂへ伝わるまでに，0.30 ＋ 0.50 ＝ 0.80〔秒〕かかる。

⑸ 右図のＡとＢの差から，Ｃのように地点ａと校舎の間を音が往復するのにかかっ

た時間は，0.2 秒であると考えることができる。ab 間の 102 ｍを 0.3 秒で伝わる

音が，0.2 秒間で伝わる距離を  ｍとすると，102：0.3 ＝ ：0.2  ＝ 68〔ｍ〕

ただし，これは地点ａと校舎間を往復した距離なので，地点ａと校舎間の距離は

68 ÷２＝ 34〔ｍ〕

８ ⑴ 回路に対して電流計は直列に，電圧計は並列に接続する。電流や電圧の大きさが予想できない場合は，最も大き

な値を測定できる－端子(電流計の場合は５Ａ，電圧計の場合は 300Ｖ)を使う。

⑵ オームの法則より，電熱線Ｐの抵抗は 1.00 ÷ 0.05 ＝ 20〔Ω〕 Ｑの抵抗は 1.00÷ 0.10＝ 10〔Ω〕

⑶ 図３のように電熱線ＰとＱを並列につなぐと，回路全体の抵抗は各電熱線の抵抗よりも小さくなるため，図３の

豆電球には図２の回路よりも大きな電流が流れる。

⑷ 図５の回路の ab 間に電池をつなぐと，豆電球と LED 電球の直列回路となる。このとき，ｂを乾電池の＋極に

つなぐと矢印Ｘの向きに電流が流れて LED電球が点灯するが，逆につなぐと LED電球は点灯しない。

⑸ 電力〔Ｗ〕＝電圧〔Ｖ〕×電流〔Ａ〕より，電圧が 100Ｖのとき，消費電力が５Ｗの LED 電球に流れる電流の大きさ

は ５÷ 100 ＝ 0.05〔Ａ〕 消費電力が 36Ｗの白熱電球に流れる電流の大きさは 36 ÷ 100 ＝ 0.36〔Ａ〕
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 積が ，和が  となる  つの数は  と  だから，

 8 …① ，  …② とする。②を①に代入すると，8  

これを②に代入すると，     
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 点 A の  座標は，



 に   を代入して，



  A ， ，B ， より，

直線 ABの傾きは







 切片は点 B の  座標より  よって，直線 ABの式は 

点 C の  座標は， に  を代入して，   したがって，点 Cの座標は ，

 ア  分以上  分未満の階級の度数は， 人

相対度数
その階級の度数

度数の合計
より，




.8

イ データを大きさの順に並べたときの  番目の人の値が中央値だから， より， また，最頻値

が  分だから， ここで， なので，， の値の組は ， のみ。

 辺 BC の垂直二等分線と辺 BC との交点を Mとすると，直線 AM と∠ABCの二等分線との交点が Pとなる。

２  個の玉の取り出し方は，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，

，，，，，，，，， の  通り。

 どちらも奇数である場合は，，，，，， の  通りだから，求める確率は，







  の倍数になるのは，一の位の数が  になる場合で，，，，，，，， の  通りだから，求める

確率は，
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〔解 答〕(配点：１～，３ ３点×  １ア，３，５ ４点×５ ２，４ ５点×６

１イ ６点×２ ５ ８点)



３  黒のタイルをもう  枚加えると，白のタイルと黒のタイルの枚数は等しくなり，合計枚数は  枚となる。

よって，並べた白のタイルの枚数は，



枚

  番目の図形に並ぶタイルの枚数は全部で  枚 このうち，白のタイルの枚数は  枚だから，黒のタ

イルの枚数は  枚

  番目の図形に並ぶタイルの枚数は全部で  枚 このうち，白のタイルの枚数は

 枚だから，黒のタイルの枚数は  枚

４  グラフより，点 Pが頂点 D に着いたのは，点 Pが頂点 A を出発してから  秒後。AD  だから，

 より，点 Pの動く速さは毎秒  

  のとき，グラフは点 ，，， を通るから，求める直線の傾きは，







 




 



 に ， を代入すると，   よって， 





 グラフより， のとき  だから，点 Pが頂点 D に着いたとき，△APB△ADB  △ADBの

面積について，



AB が成り立つ。これより，AB8 

 グラフより， のとき  だから，点 Pが頂点 Cに着いたとき，△APB△ACB  △ACBの

面積について，



8BC が成り立つ。これより，BC  また，点 Pは辺 AD,DC上を進むのに，それ

ぞれ  秒かかっているから，DCAD  よって，台形 ABCD の周の長さは 8 

５  △AEH と △ADIにおいて，

仮定から， AEAD …… ①

∠AEH∠ADI …… ②

△AEF と△ACD は直角二等辺三角形だから，

∠EAF∠DAC …… ③

∠EAH∠EAF∠CAF …… ④

∠DAI∠DAC∠CAF …… ⑤

③，④，⑤より，∠EAH∠DAI …… ⑥

①，②，⑥より， 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから，

△AEH△ADI

 正方形ABCD正方形AEFGより，ADAG △ADGの内角の和から，∠GAD888

△GAFは直角二等辺三角形だから，∠GAF よって，∠DAI∠GAF∠GAD8

の⑥より，∠EAH∠DAI

 正方形 ABCD の  辺の長さを   とするとき，

四角形 ABCIの周の長さは ABBCCIIADIIADIIA ，

△AEH の周の長さは AEEHHAEHHA と表せる。△AEH△ADI より，EHDI，HAIA

よって，EHHAEHHA が成り立つ。これより，EH EH

したがって，△AEH の面積について，



 が成り立つ。両辺に  をかけると，

  8  8，  より，

よって，正方形 ABCD の  辺の長さは  



１ ⑴ ａ 12（時間） ｂ ①…Ａ，②…ウ（完答） ｃ Ｂ…イ，Ｃ…エ（完答） ⑵ ａ 一人っ子（政策）

ｂ 降水量が多い地域では米が，降水量が少ない地域では小麦が栽培されている。（例）

⑶ ａ ポリ（ネシア） ｂ ア ｃ 南半球にあるニュージーランドは日本と季節が逆になるため，国内産

かぼちゃの入荷量が少なくなる時期に多く出荷することができる。（例）

２ ⑴ ａ エ ｂ ア ｃ 寒流の親潮の影響で南東の季節風が冷やされ，沿岸部に濃霧が発生するため，夏

の気温や年平均気温が低くなっている。（例） ⑵ ａ 果実…エ，畜産…ウ（完答） ｂ ア

⑶ ａ カルデラ ｂ ①…ア，②…エ（完答） ③ 地熱（発電） ｃ 沖縄県では，他県と比べて旅行消

費額が多いことから観光業が非常に盛んで，観光業などの第三次産業で働く人が非常に多いこともあり，県全体

として観光業のさらなる発展を図っているため。（例）

３ ⑴ ａ 大王 ｂ 国内での地位を確かなものにして，朝鮮半島の国々に対しても優位な立場を得る（例）

ｃ う…イ，え…ウ（完答） ⑵ ａ 領地を分割して相続していた（例） ｂ イ ⑶ エ

⑷ ａ イ ｂ ウ ⑸ ａ GHQ の指令の下，農地改革を行ったことで，自作農の割合が増え，小作農

の割合が減った。（例） ｂ 池田勇人

４ ⑴ イ ⑵ 乳牛を飼育し，生乳やチーズなどを生産する農業。（例）

⑶ ａ 宗教改革の中で成立したプロテスタントが勢力を拡大することに，カトリック教会が対抗しようとした

ため。（例） ｂ ア ⑷ マグナ・カルタ ⑸ エ ⑹ ウ ⑺ ヒスパニック

５ ⑴ エ ⑵ イ ⑶ 単独世帯の割合が増えているため，１世帯当たりの人数は減少している。（例）

⑷ モンテスキュー ⑸ 大日本帝国憲法では，法律の範囲内でしか人権が認められていなかったから。（例）

⑹ 社会（権） ⑺ 内閣 ⑻ ア ⑼ 環境権の一つとして住居への日当たりの確保を求める日照権が主

張されており，日差しをさえぎらないようにするため。（例）

〔解 説〕

１ ⑴ ａ ロンドンが位置するイギリスは０度の経線（本初子午線）を，日本は東経 135 度の経線をそれぞれ標準時子

午線としている。経度差 15 度ごとに１時間の時差が生じ，東経に位置していて日付変更線に近い日本のほうが時

間が先に進んでいることから，日本はイギリスよりも９時間先に進んでいる。ロンドンの現地時間で 10 月 10 日

午後６時のとき，日本時間は 10 月 11 日午前３時。日本に到着したのが日本時間の 10 月 11 日午後３時であるこ

とから，飛行機は 12 時間飛行していたことになる。 ｂ Ａはノルウェー，Ｂはオランダ，Ｃはイタリア，Ｄは

ブルガリア。フィヨルドは氷河によって大地が削られて形成された，奥行きのある湾のこと。北緯 40 度上の緯線

には，アメリカ合衆国のニューヨーク，スペインの首都のマドリード，中国の首都の北京，トルコの首都のアンカ

ラなど，主要な都市が分布している。日本では，秋田県の八郎潟干拓地などを通過する。 ｃ Ａのノルウェー

は「主要言語がゲルマン系言語」にのみ該当するのでオ，Ｂのオランダは「EUに加盟している」，「主要言語がゲルマ

ン系言語」に該当するのでイ，Ｃのイタリアは「EUに加盟している」，「地中海に面している」に該当するのでエ，Ｄ

のブルガリアは「EU に加盟している」にのみ該当するのでアにそれぞれ分類される。

⑵ ａ 中国では，1970 年代末から，各家庭が持つ子どもの数を一人に制限する「一人っ子政策」を行って人口増加

を抑制してきたため，人口増加が鈍化した。一方で，少子高齢化が急速に進んだことなどから，2010 年代半ばに一

人っ子政策は廃止された。 ｂ 米は，小麦に比べて生育のために多くの水を必要とし，中国国内では年降水量

1000 mm以上の地域で主に栽培されている。

⑶ ａ ポリネシアは「多くの島々」という意味で，ニュージーランドなどが属している。ミクロネシアは「小さい

島々」，メラネシアは「黒い島々」という意味。 ｂ イはオーストラリアの主要都市。ウはアルゼンチン，エは

チリの首都。 ｃ 資料７に「夏から秋の時期にかけて収穫のピークを迎え」とあることから，国内産かぼちゃは

冬から春には入荷量が減る。一方，２～４月にニュージーランド産かぼちゃの入荷量が多くなるのは，ニュージー

ランドが南半球に位置しており，日本とは季節が逆であるためである。

２ ⑴ ａ 北方領土は，Ｘの択捉島と，色丹島，国後島，歯舞群島の総称で，日本固有の領土でありながら現在はロシ

ア連邦に不法に占拠されている。イの南鳥島（東京都）は日本の東端，ウの与那国島（沖縄県）は日本の西端に位置し

ている。 ｂ イの利根川の大部分は関東平野，ウの信濃川は新潟県や長野県，エの吉野川は高知県や徳島県を

流れる。 ｃ 北海道や東北地方の日本海側には暖流の対馬海流が，太平洋側には寒流の親潮（千島海流）が流れ

ているため，太平洋側のほうが年平均気温が低い。また，北海道の太平洋側では，夏の湿った南東の季節風が寒流

の親潮（千島海流）の影響を受けて冷やされ，沿岸地域で濃霧が発生することが多く，晴天の日が少ないため気温が

〔解 答〕（配点：２⑶ｃ，５⑼ ４点×２

１⑵ｂ⑶ｃ，２⑴ｃ，３⑴ｂ⑸ａ，４⑶ａ，５⑶⑸ ３点×８ 他 ２点× 34）
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低くなる。このように，気温は緯度だけでなく，沿岸を流れる海流や付近を吹く風の影響を受ける。

⑵ ａ 秋田県や宮城県で産出額が多いことなどからアは米，岩手県で産出額が多いことなどからウは畜産，青森県

などで産出額が多いことなどからエは果実，残ったイが野菜である。 ｂ イは宮城県，ウは秋田県，エは青森

県について述べた文である。

⑶ ａ あ は阿蘇山。阿蘇山に形成されるカルデラは，東西 18 km，南北 25 km と世界でも有数の規模をほこる。

ｂ ①に当てはまるアは北九州市（福岡県），②に当てはまるエは水俣市（熊本県）。日本の地熱発電所は，火山や地

熱地域の分布から，東北地方と九州地方に集中している。九州地方の大分県には，国内最大の地熱発電所である八

丁原発電所が位置する。再生可能エネルギーには，風力，太陽光，バイオマスなどもある。 ｃ 沖縄県には豊

かな自然や独自の文化，歴史的な建造物など，多くの観光資源があることなどから多くの旅行者が訪れ，県内には

観光業従事者が多い。また，観光業は第三次産業に分類され，沖縄県の観光業事業者の多さが，九州地方の他県と

比較した際の第三次産業の割合の大きさにも表れている。県としては観光振興に関する指針を示し，それを実践し

ていくことで，県の経済全体の活性化を図っている。

３ ⑴ ａ 大和政権は，朝鮮から得た鉄や技術を各地の豪族たちに与えるかわりに，貢ぎ物や兵士の動員を義務づけ

た。 ｂ 大和政権の王たちは，たびたび中国の南朝に朝貢し，国内での地位を確かなものにして，朝鮮半島の

国々に対しても優位な立場に立とうとした。 ｃ 663 年の白
はく

はく
村

すきの

そん
江
え

こう
の戦いでは，中大兄皇子らが百済を救済し

ようと大軍を送ったが，唐と新羅の連合軍に敗れた。

⑵ ａ 鎌倉時代には分割相続が行われていたため，次第に御家人一人当たりの領地は小さくなり，生活が苦しくなっ

ていった。また，元寇で活躍した御家人に十分な恩賞を与えることができず，御家人の不満が高まった。1297 年

に，幕府は永仁の徳政令を出して借金を帳消しにして御家人たちを救おうとしたが，かえって社会を混乱させた。

ｂ Ⅰ…応仁の乱は京都を中心に，11 年にわたって続いた。Ⅱ…一向一揆が起こったのは加賀国（現在の石川県）。

⑶ アとイは江戸時代後半の化政文化，ウは安土桃山時代の桃山文化の説明。

⑷ ａ 学制の施行後しばらくは，授業料を負担できず，子どもを学校に行かせない親も多く，特に女子の場合は家

事の担い手という考え方もあり，就学率がなかなか向上しなかった。 ｂ 第一次世界大戦中の 1915 年，日本

は二十一か条の要求を中国に出し， 山
さん

シャン
東
とう

トン
省のドイツ権益の継承などを中国に要求した。

⑸ ａ 連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）は，戦後の日本の民主化政策として，農地改革のほか財閥解体，教育基

本法や労働組合法の制定などを行った。 ｂ 第四次中東戦争の勃発により，石油価格が高騰し，石油を主なエ

ネルギー資源としていた日本などの先進国は，経済的に大きな打撃を受けた。

４ ⑴ あの愛知県は中京工業地帯の中核をなす県で，輸送用機械の出荷額が非常に多い。

⑵ 日本では北海道や岩手県，栃木県，千葉県などで酪農が盛んに行われている。

⑶ ａ 宗教改革を始めたルターらの教えはプロテスタントとよばれ，北部を中心にヨーロッパ全域に急速に浸透し

ていった。それにより勢力が縮小したカトリック教会は，新たな信者の獲得を目指してイエズス会を結成し，アジ

アや南アメリカなどに宣教師を派遣した。 ｂ スペインやギリシャなどの地中海沿岸の国では，強い日差しを

和らげるために壁が白く塗られている家が多く見られる。

⑷ 1215 年の成立から 800 年以上が経過したマグナ・カルタだが，21 世紀の現在でもイギリスの憲法の基本的な

部分として有効である。

⑸ Ⅰ…島国（海洋国）である日本の排他的経済水域の面積は，国土面積の 10 倍以上である。Ⅱ…日本の国土は，北

海道から沖縄県まで全長約 3000 km にわたって連なっている。

⑹ 日本による韓国併合は 1910年。アは 1851～1864年，イは 1861～1865年，ウは 1911年，エは 1875年の出来事。

⑺ カリブ海諸国や南アメリカ大陸からの移民であるヒスパニックは，特にアメリカ合衆国南部に多く住んでいる。

５ ⑴ 一般的に，エの節分は２月，イのひな祭りは３月，ウの七夕は７月，アの七五三は 11 月に行われる。

⑵ VR は仮想現実のアルファベットの略称。ダイバーシティは多様性を意味する語句。

⑶ （人口）÷（世帯数）で１世帯当たりの人数を求めると，1960 年は約 4.1 人，2020 年は約 2.3 人と減少している。

家族類型別世帯数の割合を見ると，「その他の世帯」に含まれる三世代世帯が減少し，夫婦だけで構成される核家族

世帯や一人暮らしの単独世帯が増加している。今後は，少子高齢化の進行や独身者割合の増加により，高齢者の単

独世帯が増えると予測されており，その対策が急がれている。

⑷ 17 世紀から 18 世紀にかけての市民革命では，人権思想が絶対王政を打倒する大きな原動力となった。

⑸ 大日本帝国憲法において基本的人権は，「臣民ノ権利」として「法律ノ範囲内ニ於テ」認められるもので，法律など

で制限することができた。日本国憲法における基本的人権は「侵すことのできない永久の権利」とされている。

⑹ 20 世紀に入ると，人間らしい豊かな生活を保障しようとする社会権が認められるようになった。

⑺ 天皇の国事行為には，内閣総理大臣や最高裁判所長官の任命，国会の召集，憲法の公布などがある。

⑻ イは居住・移転の自由，ウは労働基本権のうちの団体行動権，エは職業選択の自由が制限されている例である。

⑼ 資料７の建物は，他の住居の十分な日照を確保するために，一つの面が斜めになっている。住居への日当たりの

確保を求める日照権は，近年提唱されるようになった新しい人権のうちの環境権に含まれるものである。


