


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

県

の

魅

力

度

は

最

下

位

に

近

か

っ

た

二

〇

二

〇

年

か

ら

上

が

っ

て

は

い

る

が

、

ま

だ

四

十

位

台

に

近

い

状

態

だ

。

北

陸

新

幹

線

沿

線

の

四

県

で

羽

二

重

餅

が

す

ぐ

に

思

い

付

か

な

い

の

は

意

外

だ

っ

た

。

手

頃

な

価

格

で

魅

力

の

あ

る

み

や

げ

物

が

知

ら

れ

て

い

な

い

こ

と

が

、

資

料

Ａ

の

要

因

の

一

つ

だ

と

感

じ

る

私

が

福

井

県

の

魅

力

と

し

て

広

く

伝

え

た

い

も

の

は

羽

二

重

餅

だ

。

先

日

、

友

人

か

ら

旅

行

の

お

み

や

げ

と

し

て

生

八

ツ

橋

を

も

ら

っ

た

。

箱

を

見

た

だ

け

で

京

都

に

行

っ

た

の

だ

と

わ

か

り

、

京

都

に

行

き

た

く

な

っ

た

。

み

や

げ

物

に

は

そ

の

県

を

強

く

印

象

づ

け

る

力

が

あ

り

、

伝

え

る

意

義

が

あ

る

は

ず

だ

。 、

。。 。 。

、 、 、 、

｣ ｣

今
回
の
作
文
の
ポ
イ
ン
ト

⑴

資
料
Ａ
・
Ｂ
か
ら
感
じ
た
こ
と
を
書
く
。

⑵

⑴
と
関
連
さ
せ
て
、
福
井
県
の
魅
力
と
し
て
広
く
伝
え
た
い
と
考
え
る
項
目
を
資
料
Ｂ
か
ら

一
つ
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
〉…

二
段
落
構
成
で
書
い
て
い
る
。(

５
点)

／
第
一
段
落
で
資
料
Ａ
・
Ｂ
か
ら
感
じ
た
こ
と

を
書
い
て
い
る
。(
５
点)

／
第
二
段
落
で
福
井
県
の
魅
力
と
し
て
広
く
伝
え
た
い
と
考
え
る
項
目

を
資
料
Ｂ
か
ら
一
つ
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
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
る
〉

第
一
段
落
で
は
、
資
料
Ａ
・
Ｂ
か
ら
感
じ
た
こ
と
を
書
く
。
右
の
作
文
で
は
資
料
Ａ
の
順
位
が
低

い
状
態
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る(

①)

。
さ
ら
に
資
料
Ｂ
か
ら
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
の

が
北
陸
新
幹
線
沿
線
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
福
井
と
聞
い
て
す
ぐ
に
羽
二
重
餅
が
思
い
付
か
な
い

こ
と
に
対
す
る
意
外
さ
と
、
資
料
Ａ
の
要
因
だ
と
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る(

②
・
③)

。
複
数
の

資
料
が
提
示
さ
れ
て
い
る
場
合
、
資
料
の
全
て
に
触
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
指
定
を
確
認
し
よ
う
。

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

次
に
、
第
一
段
落
の
内
容
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
福
井
県
の
魅
力
と
し
て
伝
え
た
い
と
考
え
る
も

の
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
、
第
一
段

落
で
触
れ
た
羽
二
重
餅
を
選
ん
だ
こ
と
を
示
し(

④)

、
友
人
か
ら
お
み
や
げ
を
も
ら
っ
た
と
き
の
体

験
を
根
拠
と
し
て
、｢
み
や
げ
物
に
は
そ
の
県
を
強
く
印
象
づ
け
る
力
が
あ
り
、
伝
え
る
意
義
が
あ

る｣

と
い
う
、
羽
二
重
餅
を
伝
え
た
い
理
由
を
示
し
て
い
る(

⑤
～
⑦)

。

、 。

2024FS３－３

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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し
い
と
評
価
し
て
い
る
。
同
趣
旨
正
解
。

【
訳
】

一
七
七
六
年
、
日
光
御
社
参
の
と
き
に
、
そ
の
道
中
で
見
た
駄
菓
子
に
五
荷
棒
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
あ
っ
た
駄
菓
子
の
達
摩
糖
と
い
う
も
の
に
似
て
い
て
、
一
口
た

り
と
も
味
わ
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
三
間
梁
の
飴あ

め

と
よ
い
対
句
に
な
る
と
思
っ
た
も

の
だ
が
、
今
年
、
あ
る
友
人
の
と
こ
ろ
か
ら
、
秩
父
付
近
の
菓
子
だ
と
し
て
、
五
荷
棒
と

い
う
も
の
を
贈
っ
て
も
ら
っ
た
の
を
見
た
と
こ
ろ
、
昔
見
た
も
の
よ
り
は
形
が
大
き
く
、

材
質
も
ま
た
お
こ
し
米
で
作
っ
て
い
る
。
そ
の
形
は
品
が
な
い
が
、
四
十
年
の
昔
に
比
べ

る
と
味
わ
う
べ
き
も
の
だ
。

五

別
ペ
ー
ジ
の
解
答
例
参
照
。



同
趣
旨
正
解
。

㈦

文
章
Ａ

で
は
、
共
感
が
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ー
ン
で
「
重
要
な
力
と
見
な
さ
れ
て
い
る
」
こ
と

や
、
「
よ
り
よ
い
人
間
関
係
を
も
た
ら
す
」
こ
と
を
、
共
感
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
の
説
明

や
、
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
と
と
も
に
述
べ
て
い
る
。
一
方
、

文
章
Ｂ

で
は
、

無
理
に
共
感
す
る
と
「
ス
ト
レ
ス
」
や
「
疲
労
感
」、
「
苦
し
み
」
に
つ
な
が
る
こ
と
や
、

「
共
感
し
や
す
い
」
と
、「
自
分
自
身
が
苦
し
く
な
り
、
強
い
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
る
こ
と
に
な

り
や
す
い
」
こ
と
な
ど
、
共
感
の
負
の
面
を
指
摘
し
て
い
る
。

三

㈠

弦げ
ん

が
岸き

し

の
動
く
指
を
見
つ
め
て
い
る
様
子
を
表
す
言
葉
な
の
だ
か
ら
、
対
象
に
視
線

が
食
い
込
む
か
の
よ
う
に
、
じ
っ
と
見
つ
め
る
さ
ま
を
表
す
「
食
い
入
る
」
が
合
う
。

㈡

女
性
は
英え

理り

人と

の
注
文
を
受
け
た
後
、
子
ど
も
の
頃
は
習
い
た
か
っ
た
け
れ
ど
自
分
に

と
っ
て
「
ピ
ア
ノ
は
か
な
わ
ぬ
夢
」
で
あ
り
、
近
く
に
あ
る
の
に
「
弾
け
な
い
」
し
「
触
れ

も
し
な
い
」
と
話
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
自
分
と
は
違
い
、
岸
は
「
弾
け
な
い
く
せ
に

触
っ
て
」
い
る
の
で
、
「
勇
気
が
あ
る
」
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
、
興
味
深
そ
う
に
見
つ
め
て

い
る
の
だ
。
同
趣
旨
正
解
。

㈢

英
理
人
は
、
岸
の
鳴
ら
す
「
ポ
ー
ン
ポ
ー
ン
が
気
に
障さ

わ

」
り
、
「
ピ
ア
ノ
か
ら
離
れ
た
窓ま

ど

際ぎ
わ

の
席
に
座
っ
た
」
も
の
の
、
ピ
ア
ノ
の
音
に
対
し
、
「
柔
ら
か
く
伸
び
が
よ
く
、
そ
れ
で

い
て
、
あ
と
を
引
き
過
ぎ
な
い
」
の
で
「
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
印
象
を
も
っ
た
。
そ
し
て
、

「
古
い
ピ
ア
ノ
が
今
も
良
い
音
を
保
っ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
調
律
師
で
あ
っ
た
「
弦
の
ご

主
人
の
技
術
と
精
神
」
が
生
き
続
け
て
い
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
ピ
ア
ノ
に
心

が
向
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
、
岸
が
「
懸
命
に
探
し
て
い
る
」

「
記
憶
に
あ
る
メ
ロ
デ
ィ
」
が
「
わ
か
っ
た
」
た
め
、
そ
の
旋
律
を
弾
く
た
め
に
「
岸
の
隣

に
立
っ
た
」
の
だ
。
ｂ
は
同
趣
旨
正
解
。

㈣

こ
の
と
き
の
英
理
人
は
、
ピ
ア
ノ
に
「
一
年
ぶ
り
に
触
れ
」
て
い
る
。
女
性
か
ら
「
ピ
ア

ノ
、
弾
け
る
？
」
と
聞
か
れ
た
こ
と
や
、
旋
律
を
弾
い
た
と
き
に
岸
か
ら
「
君
は
知
っ
て
い

る
の
か
？
」
と
聞
か
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
英
理
人
は
ピ
ア
ノ
の
実
力
ど
こ
ろ
か
弾

け
る
か
ど
う
か
す
ら
明
か
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
徹
底
し
て
ピ
ア
ノ
か
ら
距
離
を

と
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
と
き
は
「
言
わ
れ
な
く
て
も
弾
か
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
た
機
会
を
逃
さ
ず
に
ピ
ア
ノ
を

弾
こ
う
と
、
気
持
ち
が
高
ぶ
っ
て
い
る
の
だ
。

㈤

一
年
ぶ
り
に
ピ
ア
ノ
に
触
れ
た
英
理
人
は
、
指
は
自
然
と
動
く
も
の
の
「
前
と
同
じ
よ
う

に
は
い
か
な
い
」
と
感
じ
て
い
る
。
「
三
日
サ
ボ
れ
ば
指
は
な
ま
り…

…

一
日
も
欠
か
さ
ず

弾
い
て
い
た
頃
の
あ
の
鋭
さ
は
な
い
。
正
直
、
も
た
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
一
年
間
の
練
習

不
足
の
影
響
を
感
じ
る
と
同
時
に
、「
力
仕
事
で
つ
い
た
余
計
な
筋
肉
が
な
め
ら
か
な
動
き

を
邪
魔
す
る
」
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
「
無
心
に
な
る
の
に
こ
こ
で
の
一

年
が
必
要
だ
っ
た
」
と
感
じ
て
い
る
。
同
趣
旨
正
解
。

㈥

英
理
人
が
ピ
ア
ノ
を
弾
く
場
面
で
は
、
指
が
「
軽
快
に
踊
る
」
、
「
指
に
吸
い
付
く
よ
う
に

鍵
盤
が
重
過
ぎ
ず
軽
過
ぎ
ず
な
め
ら
か
に
戻
る
」、
「
ピ
ア
ノ
も
喜
ん
で
い
る
」
な
ど
、
ピ
ア

ノ
を
弾
く
喜
び
に
満
た
さ
れ
て
い
る
英
理
人
の
気
持
ち
が
、
比
喩
や
擬
人
法
を
用
い
た
印
象

的
な
表
現
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
文
章
と
な
っ
て
い
る
。

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
。「
味
は
ふ
べ
き
も
の
」
の
「
は
」

「
ふ
」
は
語
頭
で
は
な
い
か
ら
「
わ
」
「
う
」
と
発
音
・
表
記
す
る
の
で
、
「
味
わ
う
べ
き
も

の
」
が
正
解
。

㈡

漢
詩
を
見
る
と
、「
秩
父
長
伝
五
荷
棒
／
大
飴
猶な

ほ

唱
三
間
梁
」
と
、
「
五ご

荷か

棒ぼ
う

」
と
「
三さ

ん

間げ
ん

梁ば
り

」
が
対
句
に
な
っ
て
い
る
。「
五
荷
棒
」
と
呼
ば
れ
る
駄
菓
子
を
知
り
、「
三
間
梁
」
と
よ

い
対
句
に
な
る
と
筆
者
は
思
っ
た
の
だ
。

㈢

漢
文
で
は
、
二
字
以
上
返
っ
て
読
む
場
合
に
は
、
一
・
二
点
を
用
い
る
。
傍
線
２
で
は

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

の
左
下
に
二
点
を
付
け
る
。

㈣

①

漢
詩
の
一
・
二
行
目
で
は
、
「
達
摩

だ

る

ま

糖
」
が
日
光
に
満
ち
て
い
た
と
表
現
し
て
い
て
、

三
行
目
で
、
「
五
荷
棒
」
が
秩ち

ち

父ぶ

に
長
く
伝
わ
っ
て
い
る
と
表
現
し
て
い
る
。

②

秩

父
の
菓
子
と
し
て
贈
ら
れ
た
五
荷
棒
の
特
徴
は
、
古
文
の
最
後
の
部
分
か
ら
読
み
取
れ
る
。

日
光
で
見
た
も
の
よ
り
形
が
「
大
に
し
て
」、
ま
た
、「
お
こ
し
米
」
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

「
形
は
野や

鄙ひ

」
だ
が
、
「
む
か
し
に
く
ら
ぶ
れ
ば
味
は
ふ
べ
し
」
と
、
日
光
の
も
の
よ
り
お
い



〔
解

答
〕
（
一
問
㈠
・
二
・
三
問
㈠
・
四
問
㈠
㈢

２
点
×
13

一
問
㈡
～
㈣
・
三
問
㈢
ａ
㈣
・
四
問
㈡
㈣
①

３
点
×
８

一
問
㈥
㈦
・
三
問
㈡
㈢
ｂ
㈥
・
四
問
㈣
②

４
点
×
６

三
問
㈤

５
点

一
問
㈤

６
点

五

15
点
）

一

問
㈠

エ

㈡

相
手
の
望
む
こ
と
、
心
配
な
こ
と
を
察
知
し
、
適
切
な
対
応
を

取
る(

力)

㈢

イ

㈣

ア

㈤

価
値
観
が
多
様
化
し
て
他
者
に
認
め

ら
れ
る
た
め
の
判
断
基
準
が
見
え
な
い
た
め
に
承
認
不
安
が
蔓
延
す
る
こ
と
と
、
産

業
構
造
の
変
化
に
と
も
な
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
重
視
が
重
な
っ
た
か
ら
。(

例)

㈥

共
感
す
る
こ
と
自
体
に
苦
し
み
が
と
も
な
う
例
。（
例)

㈦

エ

二

問
㈠
①

く
も(

る)

②

あ
ざ(

や
か
な)
③

き
ょ
ひ

④

し
ゃ
く
め
い

⑤

逆(

ら
う)

⑥

率(
い
て)

⑦

規
則

⑧

収
拾

㈡

イ

三

問
㈠

イ

㈡

弾
け
な
い
く
せ
に
ピ
ア
ノ
に
触
っ
て
い
て
勇
気
が
あ
る
。(

例)

㈢

ａ

弦
の
ご
主
人
の
技
術
と
精
神

ｂ

岸
の
探
し
て
い
る
メ
ロ
デ
ィ
が
わ

か
っ
た(

例)

㈣

エ

㈤

指
に
鋭
さ
が
な
く
な
り
、
力
仕
事
で
余
計
な
筋

肉
が
つ
い
た
が
、
無
心
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。(

例)

㈥

ウ

四

問
㈠

味
わ
う
べ
き
も
の

㈡

エ

㈢

安

永
ノ

道

中

満
二 ツ

日

光
一 ニ

㈣

①

ａ

達
摩
糖

ｂ

五
荷
棒

②

大
き
く
、
形
は
品
が
な
い
が
、

お
こ
し
米
を
使
っ
て
い
て
お
い
し
い(

例)

五

別
ペ
ー
ジ
の
解
答
例
参
照

〔
解

説
〕

一

㈠

エ
「
大
き
な
」
は
、
活
用
せ
ず
に
体
言
を
修
飾
す
る
連
体
詞
。
ア
「
す
で
に
」
、
イ

「
も
っ
と
」、
ウ
「
き
わ
め
て
」
は
、
活
用
せ
ず
に
用
言
を
修
飾
す
る
副
詞
。

㈡

傍
線
１
を
含
む
段
落
の
次
の
段
落
で
は
、
「
共
感
の
必
要
性
や
共
感
力
の
磨
き
方
に
つ
い

て
述
べ
た
書
籍
」
の
具
体
例
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
く
段
落
で
、
「
共
感
は
相
手
の
望

む
こ
と
、
心
配
な
こ
と
を
察
知
し
、
適
切
な
対
応
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
述
べ
て
い

る
。
同
じ
段
落
中
で
は
、
「
共
感
力
」
が
発
揮
さ
れ
た
場
合
に
ど
う
な
る
か
、
効
果
に
つ
い

て
具
体
例
で
示
し
て
い
る
。

㈢

こ
こ
で
の
「
柱
」
は
、
全
体
を
支
え
る
も
の
、
中
心
と
な
る
も
の
と
い
う
意
味
。「
軸
」

に
も
、
何
か
を
行
う
際
の
中
心
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

㈣

「
利
他
的
」
と
は
、
自
分
を
犠
牲
に
し
て
他
人
の
幸
福
や
利
益
の
た
め
に
尽
く
す
様
子
。

文
章
Ａ

で
も
、
相
手
の
苦
し
み
に
共
感
し
、
相
手
が
「
楽
に
な
る
よ
う
具
体
的
に
行
動
し
、

手
助
け
」
す
る
こ
と
を
「
利
他
的
な
行
為
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
足
を
骨
折
し
た
お
年
寄

り
の
た
め
に
買
い
物
な
ど
を
手
伝
う
こ
と
は
、
自
分
の
時
間
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
な
り

「
利
他
的
な
行
為
」
に
該
当
す
る
の
で
ア
が
正
解
。
エ
は
、
負
け
た
チ
ー
ム
に
共
感
し
た
た

め
に
「
温
か
い
拍
手
」
を
送
っ
て
い
る
の
だ
が
、
具
体
的
な
手
助
け
を
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。

㈤

直
後
に
、
「
社
会
全
体
に
蔓ま

ん

延え
ん

す
る
承
認
不
安
」
に
原
因
が
あ
り
、
「
産
業
構
造
の
変
化
に

と
も
な
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
重
視
と
重
な
」
っ
た
と
あ
る
。
前
者
は
、
前
の
部
分
で
述

べ
て
い
た
、
「
価
値
観
が
多
様
化
し
」
た
こ
と
で
「
他
者
に
認
め
ら
れ
る
た
め
の
判
断
基
準

が
見
え
な
い
」
こ
と
に
よ
る
不
安
の
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
「
産
業
構
造
の
変
化
」
と
は
、

「
第
三
次
産
業
が
発
展
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
重
視
さ
れ
る
仕
事
が
激
増
し
た
」
こ

と
だ
。
同
趣
旨
正
解
。

㈥

共
感
力
に
よ
っ
て
「
相
手
に
合
わ
せ
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
関
係
か
ら
脱ぬ

け
出
せ
ず
、
苦
し

む
こ
と
に
も
な
り
や
す
い
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
共
感
す
る
こ
と
自
体
に
苦
し
み
が
と

も
な
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
」
と
筆
者
は
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
傍
線
５
の
よ
う

に
述
べ
、
「
自
分
も
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
り
、
い
た
た
ま
れ
な
い
思
い
を
し
た
こ
と
」
「
自
ら

も
悲
し
く
て
涙
が
止
ま
ら
ず
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
苦
し
く
な
っ
た
経
験
」「
自
分
自
身
が

不
安
に
な
っ
て
落
ち
着
か
な
い
、
ハ
ラ
ハ
ラ
し
た
気
分
に
襲
わ
れ
た
こ
と
」
な
ど
の
、
共
感

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
陥
り
が
ち
な
状
態
の
例
を
示
し
て
い
く
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
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
４
FS
３
｜
３







 



 





１ ⑴ イ→エ→ア→ウ(完答) ⑵ 24 本 ⑶ 胚

⑷ 幼生はえらと皮膚で呼吸し，成体は肺と皮膚で呼吸する。(例) ⑸ エ

２ ⑴ 被子植物の花では胚珠が子房に包まれており，その子房が成長して果実になるから。(例)

⑵ ア，ウ(順不問・完答) ⑶ エ ⑷ ア ⑸ イ

３ ⑴ ア ⑵ 1016 hPa ⑶ ウ ⑷ イ

⑸ (前線をつくる)暖気と寒気の勢力がほぼ等しいため。(例)

４ ⑴ ウ ⑵ 天球 ⑶ イ ⑷ 12 時 05 分 ⑸ エ

５ ⑴ イ ⑵ NaOH→ Na＋＋ OH－ ⑶ ウ ⑷ ７

⑸ 水酸化ナトリウム水溶液を 6.0 mL加えた。(例)

６ ⑴ イ，ウ(順不問・完答) ⑵ エ ⑶ 融点 ⑷ エ

⑸ ろう…ア，氷…ア，理由…ろうも氷も，密度が液体の水より小さいから。(例) (完答)

７ ⑴ 電気エネルギー ⑵ 900Ｊ ⑶ 右図参照 ⑷ 29.0℃ ⑸ イ，エ(順不問・完答)

８ ⑴ (直方体にはたらく)重力と浮力の合力の大きさ。(例) ⑵ ０Ｎ ⑶ 5.9 Ｎ

⑷ 1000 Pa ⑸ ウ

〔解 説〕

１ ⑴ 右図のような双眼実体顕微鏡を用いると，観察物を拡大して，両目で立体的

に観察することができる。顕微鏡は，直射日光の当たらない明るい場所で使う。

⑵ 減数分裂によってつくられる生殖細胞(動物では卵と精子，植物では卵細胞

と精細胞)がもつ染色体の数は，分裂前の半分になる。それらが受精してでき

た受精卵では，染色体の数は分裂前の細胞と同じになる。体細胞分裂では，細

胞分裂の前後で染色体の数は変わらないため，図のどの段階であっても，体細

胞１個当たりがもつ染色体の数は 24 本である。

⑶ 受精卵が体細胞分裂によって胚になり，個体としてのからだのつくりが完成していく過程を，発生という。

⑷ カエルは両生類の動物で，幼生(おたまじゃくし)はえらと皮膚で，成体は肺と皮膚で呼吸する。

⑸ サツマイモやオランダイチゴなどは，有性生殖も行うが，からだの一部から新しい個体をつくる栄養生殖でふえ

ることもある。無セキツイ動物のイソギンチャクなどは，からだの一部が分かれる無性生殖によってふえる。

２ ⑴ 裸子植物の花には胚珠はあるが子房がないため，受粉しても，種子はできるが果実はできない。

⑵ イ，エ，オは，｢子葉が２枚である｣｢葉脈が網目状である｣｢根が主根と側根からなる｣｢茎の横断面に維管束が輪状

に並ぶ｣などの特徴をもつ双子葉類のなかま。アとウは，｢子葉が１枚である｣｢おもな葉脈が平行である｣｢根がひげ

根である｣｢茎の横断面に維管束が散在する｣などの特徴をもつ単子葉類のなかま。

⑶ 表で｢種子をつくらない植物｣であるコケ植物とシダ植物は，胞子をつくってなかまをふやす。コケ植物には雌株

と雄株の区別があり，そのうちの雌株には，胞子の入った胞子のうとよばれるつくりがある。

⑷，⑸ コケ植物には，葉・茎・根の区別がない。図１で根のように見えるＱは仮根とよばれる部分であり，コケ植

物は，この部分でからだを地面などに固定する。仮根には，根のように水を効率的に吸収する役割はなく，実験の

結果から，コケ植物はＰの部分でもＱの部分でも水を吸収していたことがわかる。

３ ⑴ 地表付近においては，高気圧の中心から時計回りにふき出した風が，低気圧の中心へ向かって反時計回りにふき

こんでいる。図１で，右端にある高気圧からふき出した風が低気圧へふきこむとき，地点Ａでの風向は南東となる。

⑵ 等圧線は４hPa ごとに引かれ，20 hPa ごとに太線となる。地点Ｂは，1020 hPa の太線から低気圧の中心へ向

かって１本目の線上にあるため，1020 －４＝ 1016〔hPa〕

⑶，⑷ 図１の前線Ｐは寒冷前線であり，通過するときには，前線付近に発達した積乱雲によって激しいにわか雨が

降り，風向が南寄りから北寄りに変化する。また，前線通過後には地表が寒気におおわれるため，気温が急激に下

がる。図２で，このような天気の変化が見られるのは 18 時ごろである。

⑸ 前線Ｑは停滞前線とよばれ，寒気と暖気が同じくらいの勢いでぶつかり合ってできる。初夏に停滞前線が長雨を

もたらす時期をつゆといい，この時期に日本列島付近にできる停滞前線を，特に梅
ばい

雨
う

前線という。

2024FS ３－３

〔解 答〕(配点：１⑴⑷，２⑴～⑶，３⑴⑶⑸，４⑷⑸，５⑴⑶⑸，

６⑷⑸，７⑶⑸，８⑴⑷⑸ ３点× 20 他 ２点× 20)



４ ⑴ 黒点は，太陽の活動が活発になると増加する。黒点の位置を観察すると，太陽の自転の様子がわかる。

⑵ 天体は地球から非常に遠いため，天球(自分を中心とした大きな球体の天井)に貼りついているように見える。

⑶ 図より，太陽が東から西へ向かって動くように見えたことがわかる。これは，地球が西から東へ向かって自転し

ているために起こる見かけの動きで，日周運動という。表１で，印の間隔が一定であったことから，地球はつねに

一定の速さで自転していることがわかる。

⑷ 図で，太陽が真東から出て真西に沈んでいることから，この日は春分。表１で，印の間隔は１時間(60分間)で

2.4 cm なので，日の出の時刻から太陽の南中時刻までの時間を  分とすると，60：2.4 ＝ ：14.6  ＝ 365〔分〕

よって，太陽が南中したのは，春分の日の出の時刻(６時 00 分)から 365 分＝６時間 05 分 後の，12 時 05分。

⑸ 緯度が異なると，太陽の動き方はちがって見える。南半球の中緯度ではア，赤道直下ではウのように見える。

５ ⑴ 質量パーセント濃度が 35％の塩酸 24ｇに溶けている溶質の質量は 24 × 0.35 ＝ 8.4〔ｇ〕で，溶液を  ｇとす

ると，
8.4

 × 100＝６〔％〕  ＝ 140ｇ必要である。したがって，加える水の量は 140－ 24 ＝ 116〔ｇ〕である。

⑵ 塩酸の溶質である塩化水素は，陽イオンの水素イオン(H＋ )と，陰イオンの塩化物イオン(Cl－ )に電離する。

⑶ 水溶液Ａが中性なので，塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の体積比が１：２のとき中性になると考えられる。よっ

て，Ｂはアルカリ性，ＣとＥは酸性，Ｄは中性である。アルカリ性の水溶液をしみこませたひもを用いると，水酸

化物イオンが陽極側に移動して赤色リトマス紙の陽極側が青色に変化し，酸性の水溶液をしみこませたひもを用い

ると，水素イオンが陰極側に移動して青色リトマス紙の陰極側が赤色に変化する。

⑷ 酸性やアルカリ性の強さは pHで表す。pHは７が中性で，７より小さいと酸性，７より大きいとアルカリ性。

⑸ 水溶液Ｄは中性。表より，12.0 mLの水溶液Ｅ中には，反応せずにあまった塩酸 6.0 mL が残っていると考えら

れることから，6.0 mL の水溶液Ｅ中には塩酸 3.0 mL 分の水素イオンがあると考えられる。よって，それを中和し

て中性にするためには，塩酸との体積比が１：２になるよう，水酸化ナトリウム水溶液 6.0 mLを加える。

６ ⑴ 砂糖やエタノールは有機物，食塩は無機物。二酸化炭素や炭素は，炭素をふくむが無機物である。

⑵ ガスバーナーの炎がオレンジ色であるときは空気の量が不足しているため，空気調節ねじを少しずつ開く。

⑶ 物質が固体から液体に状態変化する温度を融点，液体が沸騰して気体に状態変化する温度を沸点という。純粋な

物質では，物質ごとに融点や沸点が決まっており，たとえば水の場合は，融点が０℃，沸点が 100℃である。

⑷ 状態変化では，物質の質量は変化しないが，物質をつくる粒子の運動の様子が変わるため粒子どうしの間隔が変

化し，体積が変わる。ふつう，物質が液体から固体に状態変化すると，粒子の運動が穏やかになり，体積が減少す

る。また，液体から気体に状態変化すると，粒子の運動がさらに激しくなり，体積が飛躍的に増加する。

⑸ 固体のろうは体積 110 cm3，質量 100ｇなので，密度は約 0.9 g/cm3。水はろうなどの物質とは異なり，液体か

ら固体になると質量が変わらずに体積が大きくなるため，氷の密度は液体の水の密度より小さい。固体の密度が液

体の密度より小さいと固体は浮くことから，固体のろうも氷も，液体の水に浮く。

７ ⑴，⑵ ５分間(300秒間)で電気エネルギーによって発生した熱量は，３× 300＝ 900〔Ｊ〕

⑶ 表から，電熱線Ｑを入れた水の温度は，５分間で 21.0 － 17.0 ＝ 4.0〔℃〕上昇している。グラフが原点を通る

直線になることから，水の上昇温度は電流を流した時間に比例するといえる。

⑷ 表で，電熱線ＰとＱに同じ時間電流を流したときの水の上昇温度を比較すると，上昇温度は電熱線の消費電力に

比例していると判断できる。電熱線Ｐでは５分後の水の上昇温度が 2.0℃であることから，消費電力がＰの６倍で

ある電熱線Ｒの場合は，５分後の水の上昇温度は 2.0 ×６＝ 12.0〔℃〕 水温は 17.0 ＋ 12.0 ＝ 29.0〔℃〕

⑸ 電熱線Ｐの抵抗は ６÷(３÷６)＝ 12〔Ω〕 電熱線Ｑの抵抗は ６÷(６÷６)＝６〔Ω〕である。直列回路の場

合，各電熱線に加わる電圧の大きさは抵抗の大きさに比例する。また，各電熱線に流れる電流は等しいので，直列

回路において，電圧と電流の積である電力は，抵抗の大きい電熱線Ｐの方が大きいといえる。

８ ⑴ ばねばかりの値は，水中で物体にはたらく下向きの重力と上向きの浮力との合力を表す。

⑵ 浮力は物体の体積によって決まるため，形が同じである直方体ＡとＢにはたらく浮力の大きさは等しい。

⑶ 表から，Ｘが１cm 長くなるとばねばかりの値は 0.3 Ｎ小さくなるとわかるので，8.0－ 0.3×７＝ 5.9〔Ｎ〕

⑷ 直方体Ｂが完全に水中にあるときの浮力は，表より，6.0－ 3.0 ＝ 3.0〔Ｎ〕 物体が完全に水中にあるとき，浮力

の大きさはどの深さでも一定であることから，Ｘが 12 cm のときも浮力はＸが 10 cm のときと同じ 3.0Ｎである。

この 3.0Ｎは｢物体の上面と下面にはたらく水圧の差｣によって生じた力であり，図１より，直方体Ａの上面・下面

の面積は 0.003 m2であることから，水圧の差は 3.0 ÷ 0.003 ＝ 1000〔Pa〕である。

⑸ 図３と図４から，直方体ＡとＣについて｢体積が異なり，質量が等しい｣ということがわかる。水中にある物体の

体積が大きいほど大きな浮力がはたらくため，図５のように沈めると，直方体Ｃが浮いてＡの側が下がる。ひもＰ

をＡの側にずらすと再びつり合うが，これを水から出すと，支点から力点までの距離が短いＡの側が上がる。



１  ア 13 イ  ウ 3 エ  𮛐   3   1


 MN   解説参照（部分点あり）

 ア 中央値 1 点，最頻値 13 点 （完答） イ 解説参照（部分点あり）

 右の図（例）（部分点あり）

２   通り   通り  31 通り

３  ア 7 分 0 秒 イ 300   1

４  0  ア  31 イ 
3


 1 𮛐 

５  解説参照（部分点あり）  ア DEFE イ CE



 ウ AF

1



〔解 説〕

１  ア 1111111113

イ 33 

ウ 11
1



1


33

エ 𮛐   𮛐   𮛐   𮛐 3  𮛐   𮛐  3 𮛐   𮛐   𮛐   𮛐 

 0 移項すると，  両辺を  でわると，3

  3 …① 3 10 …② ①3② より，1 これを①に代入すると，

1 3   

 頂点 A と頂点 C を結び，線分 MNとの交点を O とすると，ADMNBCより，

MNMOON
1

BC

1

AD

1


1
1


3 

 ，c，d をそれぞれ  を用いた式で表すと， ，c ，d  となる。

よって，cd103

3 は整数だから，3 は  の倍数。したがって，cd の値は  の倍数になる。

 ア 中央値は，得点が小さい方から  番目の値だから 1 点。13 点だった生徒が  人いて，，，z がすべて異

なる整数であることと，最頻値が 1 つであることから，最頻値は 13 点。

イ 平均値が 1 点だから，
713131z

7
1 が成り立つ。これより，z17

z7 ，，z は 1 以上 0 以下の異なる整数だから，これを満たす組は，1，1，z0

のみ。

 703 より，∠Bの二等分線と，中心 B，半径 ABの円との交点が Pとなる。

２  ，3 ，， ，， ，3， の  通り。

 はじめの  回の目の数の和が 10 以上となる場合は，， ，， ，， ，， ，， ，， の

 通り。この  通りそれぞれについて，次の 3 回目で終了となる目の出方は 1 通りとなるから，求める目の出方は

 通り。

0FS ３－３

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

４ ５点×４ １ ６点×２ ５ ８点)



 ，より，はじめの  回の目の数の和が  以上となる場合は ＝10 通り だから，はじめの  回の目の数

の和が  未満となる場合は 10＝ 通り このうち，1，1 は 11 より，次の 3 回目で  の目が出

たとしても⑨のマスに届かない。しかし，それ以外の場合は，次の 3 回目で終了となる目の出方が，それぞれ 1 通

りある。よって，3 回投げて終了となる場合のうち，「左に戻る」ということが起こらない場合は 1＝ 通り

ある。また，「左に戻る」ということが起こる場合が より  通りあるから，求める目の出方は ＝31 通り

３  ア 3000 0 秒 7 分 0 秒

イ ロープウェイは秒速   だから，0300 より，分速 300  ふもとから P地点までの道のりを   と

すると，




300

300
が成り立つ。両辺に 00 をかけると，03300 0003

300 300 よって，300 

 ロープウェイの速さ歩く速さ30ロープウェイの速さ歩く速さ が成り立つから，

30 両辺を 1 でわると，3 1013  1

４  0 のとき， の値は最小となり 0   のとき， の値は最大となり 

 点 Pの  座標は 3

ア 点 Rの  座標と点 S の  座標は等しいから，点 Rの  座標は点 Pの  座標より 1 大きい。また，点 Rの

 座標と点 Q の  座標は等しいから，点 Rの  座標は点 Pの  座標より 3 小さい。よって，直線 PR の傾き

は，
3
1

 3  3 に 3， を代入すると， 33 1 したがって，直線 PR

の式は， 31

イ 点 Rの  座標は 31 点 Rの  座標は 3 点 R は②のグラフ上の点だから， に ，

 を代入すると，1 
3


 点 Pの  座標を t とすると，点 Pの  座標は t また，点 Rの  座標は t1，点 Rの  座標は t3 で，点 R

は②のグラフ上の点だから，
1


 に  t1， t3 を代入すると，t3
1


t1

t3
1
 tt1 t tt1 tt70 二次方程式の解の公式より，

t
 𮛐 17

1


 𮛐 3



 𮛐 


1 𮛐  t0 より，t1 𮛐 

５  △BDE と△CEFにおいて，

ABAC より， ∠DBE∠ECF ……①

仮定から， ∠ACB∠FED ……②

三角形の内角と外角の関係から，∠ACB∠EFC∠FED∠DEB ……③

②，③より， ∠DEB∠EFC ……④

①，④より， 組の角がそれぞれ等しいから，

△BDE△CEF

 ACAB △ABC△FDE（ 組の角がそれぞれ等しい）より，ACFEBCDE FEDE

DEFE △BDE△CEFで，相似比は，DEEF BD1 CE


BD










BE




11


CF


BE





11




1

AF

1



1





１ ⑴ ａ ９月１日午後４時 ｂ ①…Ｅ，②…エ（完答） ｃ エ ⑵ 大西洋を流れる暖流とその上をふ

く偏西風の影響を受けるから。（例） ⑶ ａ ロッキー（山脈） ｂ Ⅰ…ア，Ⅱ…ウ（完答） ｃ ア

⑷ 国土の周りを海洋に囲まれているため，国土面積に対する排他的経済水域の比率が大きい。（例）

２ ⑴ オ ⑵ ａ エ ｂ Ⅰ…エ，Ⅱ…ア（完答） ｃ Ｂ…エ，Ｄ…ア（完答）

⑶ ａ ９（つ） ｂ あ…ア，い…エ（完答） ｃ その他の都道府県からの出荷量が少なく，平均価格が高

い冬から春にかけて出荷量が多い。（例）

⑷ 火力発電所は石油や液化天然ガスなどの燃料を輸入しやすい臨海部に多く立地していて，水力発電所はダム

の水を利用しやすい山間部に多く立地している。（例）

３ ⑴ ａ イ ｂ あ…班田収授法，い…租（完答） ｃ 院政 ⑵ ａ イ ｂ Ⅰ…エ，Ⅱ…ア（完答）

ｃ 参勤交代の制度によって，大名行列の費用などに多くのお金が必要になったから。（例）

⑶ ａ ア，エ（完答） ｂ 大日本帝国（憲法） ｃ シベリア出兵を見越して商人が米を買い占めたことで，

米価が高騰したから。（例） ⑷ ａ ア ｂ バブル経済

４ ⑴ ａ Ａ 藩校 Ｂ 寺子屋 ｂ 下関条約で清から多額の賠償金を得たこと。（例）

ｃ 勤労の義務と納税の義務。（例） ⑵ ａ ア ｂ エ ｃ 念仏を唱えて，極楽浄土に生まれ変わる

こと。（例） ⑶ ａ エ ｂ イ ｃ レアメタル ⑷ 台風の暴風に備える（例）

５ ⑴ イ，ウ，エ（完答） ⑵ 非核三原則 ⑶ ａ イ ｂ 経済活動の自由が，公共の福祉によって制限

されている。（例） ⑷ 小選挙区制は，一つの選挙区から一人の議員を選出する制度で，大政党が議席を獲得

しやすく，死票が多い。（例） ⑸ ａ ウ ｂ 総辞職 ⑹ ウ，エ（完答） ⑺ 司法（権）

⑻ （住民が）政治に直接参加して身近な問題に取り組み，民主主義を学ぶことができるから。（例）

〔解 説〕

１ ⑴ ａ 資料１の経線は 45度間隔で引かれており，Ａは東経 135 度，Ｂは西経 135度の経線を示している。Ａ，Ｂ

間には 270 度の経度差があり，経度差 15 度ごとに１時間の時差が生じるため，18 時間の時差がある。また，Ａの

経線を含む東経の範囲の方が，Ｂの経線を含む西経の範囲よりも時間が先に進んでいる。 ｂ Ｅには，国土面

積が世界最小のバチカン市国が位置している。また，あ は緯度０度の緯線である赤道にあたる。 ｃ 冬の降水

量が多いⅠには，温帯のうちの地中海性気候に属するＱのサンフランシスコ，三つの都市の中で最も降水量が多い

Ⅱには，熱帯のうちのサバナ気候に属するＲのコルカタ，三つの都市の中で降水量が最も少ないⅢには，乾燥帯に

属するＰのリヤドがあてはまる。

⑵ ヨーロッパの大西洋や北海に面した地域は，冬の寒さがあまり厳しくない西岸海洋性気候である。

⑶ ａ 北アメリカ大陸のロッキー山脈や南アメリカ大陸のアンデス山脈，日本やニュージーランドなどが環太平洋

地域の変動帯に含まれる。 ｂ Ⅰはアのカナダ，Ⅱはウのブラジルの説明。イはメキシコ，エはパラグアイ。

ｃ Y のチリは，銅鉱の世界最大の産出国である。イはコロンビア，ウはアメリカ合衆国，エはアルゼンチンの主

な輸出品とその割合を示している。

⑷ ニュージーランドや日本など，国土を海洋に囲まれている海洋国（島国）は，国土面積に対する排他的経済水域の

比率が大きくなる傾向にある。

２ ⑴ 比較的高価で軽量なものが上位にあるＡは成田国際空港，原油が最上位を占めるＢは千葉港，残るＣは川崎港。

⑵ ａ 琵琶湖は，滋賀県の総面積の約６分の１を占める。アのサロマ湖は北海道，イの霞ヶ浦は茨城県，ウの田沢

湖は秋田県に位置している。 ｂ Ⅰはエの奈良県，Ⅱはアの長野県の産業の様子である。イの石川県を含む北

陸地方では地場産業や伝統的工芸品の製造，ウの愛知県では自動車を含む輸送用機械器具の製造が盛んである。

ｃ Ａの新潟県はウ，Ｂの静岡県はエ，Ｃの兵庫県はイ，Ｄの和歌山県はアにそれぞれあてはまる。

⑶ ａ 中国・四国地方には，岡山，広島，山口，鳥取，島根，徳島，香川，愛媛，高知の九つの県が位置している。

ｂ 石油化学コンビナートが建設されるのは，原料や製品の輸送に便利で，広大な工業用地を埋め立てなどによっ

て確保できる臨海部である。瀬戸内工業地域は，山口県，広島県，岡山県，香川県，愛媛県の瀬戸内海沿岸地域に

広がっている。また，愛媛県は本州四国連絡橋の一つである尾道・今治ルート（瀬戸内しまなみ海道）によって，広

島県と結ばれている。本州四国連絡橋にはこのほか，兵庫県と徳島県を結ぶ神戸・鳴門ルート（明石海峡大橋，大鳴

門橋），岡山県と香川県を結ぶ児島・坂出ルート（瀬戸大橋）がある。 ｃ 高知県では，冬でも温暖な気候を利用

して，なすやピーマンなどの野菜を，他の地域から多く出荷される夏ではなく，出荷量が少なく価格が高い冬から

春に出荷する促成栽培が盛んに行われている。促成栽培とは逆に，冷涼な気候などを利用して，野菜などの生長を

遅らせて出荷する抑制栽培は，長野県などで盛んに行われている。

〔解 答〕（配点：２⑷，３⑵ｃ⑶ｃ，５⑷ ３点×４ 他 ２点× 44）
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⑷ 水力発電所は，山間部や河川が豊富な地域に多く分布している。日本では，長野県や岐阜県，福島県などの山岳

地帯に多く見られ，地形を活かして発電が行われている。一方，火力発電所は，都市部や工業地帯に近い沿岸部に

多く分布している。燃料の輸入が容易な港湾地域や，電力需要が高い大都市近郊に設置されており，東京湾や大阪

湾周辺に多い。火力発電は日本の主要な電力供給源となっている。

３ ⑴ ａ Ⅰ…聖徳太子（厩戸皇子）は，十七条の憲法のほか，冠位十二階の制度を制定し，有能な人物を役人にしよう

とした。Ⅱ…小野妹子は，唐ではなく隋に派遣された。 ｂ 口分田は，戸籍に登録された６歳以上のすべての

男女に与えられ，死ぬと国に返された。また，労役の代わりに布を納める庸，特産物などを納める調は，都まで運

ばなければならず，その負担は重かった。 ｃ 白河天皇は，天皇の位を幼少の皇子にゆずり，自身は上皇とし

て政治の実権をもつ院政をはじめた。上皇は自由な立場であったため，先例にとらわれない政治が行われた。

⑵ ａ アの土倉は高利貸しを営んだ。ウの問は物資の運送や保管などを行った。エの座は商工業者の同業者団体。

ｂ Ⅰ…1543 年，ポルトガル人を乗せた船がエの種子島にたどり着き，鉄砲が日本に伝わった。Ⅱ…織田信長は

全国統一の拠点として，16 世紀後半にアの安土に城を築いた。 ｃ 参勤交代は，大名に対して，江戸と領地に

１年おきに住むことを義務付けた制度で，江戸幕府３代将軍の徳川家光が武家諸法度に加えた。これにより大名は，

江戸と領地を往復するときの大名行列にかかる費用や江戸に滞在する生活費などが必要となった。これらの費用は

大名にとって重い負担となり，藩の財政が悪化していった。

⑶ ａ イ，ウはどちらも昭和時代の出来事。 ｂ 大日本帝国憲法では天皇が主権者とされ，国民は法律の範囲

内で居住・移転や信教の自由，言論・出版・集会・結社の自由などが認められた。 ｃ 第一次世界大戦による

好景気で物価が上昇し，さらにロシア革命への干渉戦争であるシベリア出兵を見こした米の買い占めで米価が高騰

して米騒動が起こった。米騒動で寺内内閣が退陣し，原敬が本格的な政党内閣を組織した。

⑷ ａ 第二次世界大戦は，ドイツによるポーランド侵攻を機にはじまった。ソ連は，アメリカ，イギリスとともに

結んだヤルタ協定に基づき，日本に宣戦布告した。 ｂ バブル経済の崩壊以降，日本経済は平成不況とよばれ

る景気の後退・低迷期に突入した。

４ ⑴ ａ 藩校や寺子屋などの教育機関が整備されていたことにより，江戸時代末期以降，日本の識字率（文字や文章の

読み書きができる人の割合）は世界最高水準にあった。 ｂ 日清戦争の講和条約として下関条約が締結され，

日本は清から２億両の賠償金を得た。そのうちの多くは軍事関連にあてられたが，一部は教育にあてられた。

ｃ 日本国憲法では，子どもに普通教育を受けさせること，勤労，納税の三つを国民の義務と定めている。

⑵ ａ 兵馬俑は中国の秦の時代に造営された。 ｂ エは古墳時代に造営された前方後円墳。アの縄文土器とイ

の土偶は縄文時代，ウの法隆寺は飛鳥時代に関連する資料。 ｃ 平安時代末期に，阿弥陀如来を信じて念仏を

唱えれば，死後に極楽浄土に行けるという浄土信仰が流行し，阿弥陀如来をまつる阿弥陀堂が必要となった。

⑶ ａ Ⅰ…製造業や建設業は第二次産業に分類される。Ⅱ…日本国内の貨物輸送の割合では，自動車が最も多い。

ｂ フランスは原子力発電の割合が最も高くなっている。Ｐは火力発電，Ｑは水力発電。 ｃ レアメタルはス

マートフォンやパソコン，電気自動車などの製造に欠かせない素材として，重要な役割を果たしている。

⑷ 沖縄本島を含めて，沖縄県は初夏から秋にかけて，台風の通り道となることが多い。沖縄県の伝統的な住居の多

くは，暴風による影響を軽減するため，家を石垣で囲い，屋根を低くしたり，しっくいで固めたりしている。

５ ⑴ 近年は，総世帯に占める核家族世帯の割合は減少傾向にある一方，単独世帯の割合が大きく増加している。

⑵ 平和主義については，日本国憲法第９条で，戦争を放棄し，戦力を持たず，交戦権を認めないと定められている。

⑶ ａ 国家賠償請求権は，裁判を受ける権利，刑事補償請求権などと同じく請求権に分類される。 ｂ 日本国

憲法には，「私有財産は，正当な補償の下に，これを公共のために用 ひ
（い）

ることができる。」とある。

⑷ 衆議院議員選挙に導入されている選挙制度である小選挙区制は，一つの選挙区から最も多くの票を獲得した１人

だけが当選する制度で，一般に大政党に有利で，死票が多くなるという特徴がある。

⑸ ａ 政権をになう政党が与党で，それ以外の政党を野党という。公聴会は，委員会の審議において，関係者や学

識経験者，利害関係者などから意見を聞くもの。予算や法律案の審議では，一部の国会議員で構成される委員会で

話し合われたあと，国会議員全員が参加する本会議で決議が行われる。 ｂ 内閣は衆議院を解散した場合でも，

総選挙後初めて国会が召集されたときに総辞職をする必要がある。

⑹ 衆議院議員の任期は４年，参議院議員の任期は６年と，衆議院は参議院に比べて任期が短く，解散制度もある。

そのため，衆議院の方が民意をより反映しやすいと考えられており，法律案や予算の議決など，一部の事項につい

て衆議院の優越が認められている。

⑺ 三権分立の考え方のもと，国会が立法権，内閣が行政権，裁判所が司法権を有している。また，それぞれが相互

に監視し，権力を抑制しあうことで，権力の暴走を防ぎ，国民の権利を守ろうとしている。

⑻ 地方自治は，国の政治と比べて，人々の暮らしにとってより身近な民主主義の場である。住民には，地方議会の

議員だけでなく，都道府県知事や市（区）町村長も直接選挙で選んだり，条例の制定・改廃や議会の解散などを請求

する直接請求権が認められたりしているなど，地方自治では住民の意見がより反映されやすいため，「民主主義の

学校」とよばれている。


