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注 意 

１ 「はじめなさい。」の合
あい

図
ず

があるまで，問題用紙を開いてはいけません。 

２ 検査問題は，１ページから１０ページで，問題番号は１から３までありま

す。 

３ 解答用紙は問題用紙の中にはさんでいます。 

４ 「はじめなさい。」の合図があったら，まず，問題用紙や解答用紙の決め 

られた場所に受検番号を書きなさい。 

５ 答えはすべて解答用紙の決められた場所に書きなさい。 

６ 検査時間は４５分間です。 

７ 質問や問題用紙・解答用紙に印刷ミスがあるときは，静かに手をあげて 

ください。 

８ 「やめなさい。」の合図があったら，すぐに筆記用具を置き，指示にした 

がってください。 
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あ
る
日
、
医い

療
り
ょ
う

機
器
を
つ
く
る
会
社
の
人
が
岡
野
さ
ん
の
工
場
を
た
ず
ね
て
き
ま
し
た
。
痛い

た

く
な
い
注
射
針
を
つ

く
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
依い

頼ら
い

で
し
た
。
み
な
さ
ん
だ
っ
て
、
予
防
注
射
で
痛
い
思
い
を
し
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

あ
れ
が
痛
く
な
か
っ
た
ら
ど
ん
な
に
い
い
で
し
ょ
う
。
予
防
注
射
や
か
ぜ
な
ど
で
た
ま
に
注
射
を
す
る
人
な
ら
ま
だ

し
も
、
糖と

う

尿
に
ょ
う

病
び
ょ
う

と
い
う
病
気
の
人
の
よ
う
に
一
日
に
何
回
も
注
射
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
が
、
世
界
に
は
た
く

さ
ん
い
る
の
で
す
、
と
そ
の
人
が
岡
野
さ
ん
に
言
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
人
が
岡
野
さ
ん
に
見
せ
た
図
面
に
は
、
注

射
針
の
太
さ
が
〇
・
二
ミ
リ
で
、
針
の
穴あ

な

の
大
き
さ
は
〇
・
〇
八
ミ
リ
と
い
う
数
字
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

「
ま
る
で
蚊か

の
針
の
よ
う
だ
ね
」

岡
野
さ
ん
が
そ
う
言
う
と
、
そ
の
人
は
こ
れ
ま
で
に
百
近
い
い
ろ
い
ろ
な
会
社
に
お
願
い
し
て
み
た
け
れ
ど
、
す

べ
て
断
ら
れ
た
と
残
念
が
っ
た
そ
う
で
す
。

電
池
の
ケ
ー
ス
の
と
き
の
よ
う
な
深
絞
り
の
技
術
で
は
、
こ
ん
な
注
射
針
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
岡
野
さ
ん
は
、

ほ
か
の
人
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
挑
戦
す
る
気
持
ち
が
強
い
人
で
す
。
だ
か
ら
こ
ん
な
注
文
を
断
ら
な
か
っ
た

の
で
す
。

そ
れ
か
ら
岡
野
工
業
の
苦
労
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
岡
野
さ
ん
は
、
ず
っ
と
以
前
の
こ
と
、
薄
い
鉄
板
を
プ
レ
ス
で

丸
め
て
、
直
径
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
さ
な
鈴す

ず

を
つ
く
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
鉄
板
を

丸
め
て
細
い
針
を
つ
く
る
こ
と
を
思
い
立
ち
ま
す
。

ふ
つ
う
の
注
射
針
は
ご
く
細
い
パ
イ
プ
を
切
断
し
て
つ
く
る
の
で
す
が
、
蚊
の
針
の
よ
う
に
細
い
パ
イ
プ
で
は
、

先
は
細
く
て
も
元
の
部
分
は
す
こ
し
太
い
パ
イ
プ
に
し
な
い
と
注
射
液
が
う
ま
く
流
れ
出
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
パ

イ
プ
は
、
板
を
丸
め
て
つ
く
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
す
。
も３

ち
ろ
ん
、
世
界
中
の
ど
こ
に
も
そ
ん
な
方

法
で
針
を
つ
く
っ
た
工
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。
板
を
丸
め
た
そ
の
継つ

ぎ
目
か
ら
液
が
漏も

れ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
ど

う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
、
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

で
も
岡
野
工
業
は
、
医
療
機
器
メ
ー
カ
ー
の
人
が
た
ず
ね
て
き
て
か
ら
三
年
ほ
ど
で
試
作
に
成
功
し
ま
す
。
で
も

注
射
針
は
、
は
や
ぶ
さ
や
ダ
ム
の
羽
根
車
の
よ
う
に
試
作
に
成
功
し
た
だ
け
で
は
役
に
立
た
な
い
の
で
す
。
世
界
中

の
病
院
で
使
え
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
何
十
万
本
何
百
万
本
の
注
射
針
を
素す

早ば
や

く

ｂ

安
く
つ
く
れ
る
機

械
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
岡
野
工
業
が
そ
の
新
し
い
機
械
を
完
成
さ
せ
て
、
メ
ー
カ
ー
が
世
界
で
は
じ
め
て
痛

く
な
い
注
射
針
を
発
売
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
二
年
後
の
二
○
○
五
年
の
こ
と
で
し
た
。

注
射
針
が
完
成
し
た
と
き
、
は
じ
め
に
理
想
の
注
射
針
の
絵
を
描え

が

い
て
岡
野
工
業
を
た
ず
ね
た
メ
ー
カ
ー
の
人
は
、

患か
ん

者じ
ゃ

さ
ん
の
身
に
な
っ
て
、
一
日
四
回
、
そ
の
た
び
に
針
を
取
り
か
え
て
は
、
一
か
月
も
の
間
自
分
の
腕う

で

に
針
を
刺さ

し
続
け
て
、
痛
く
な
い
こ
と
を
た
し
か
め
た
そ
う
で
す
。

こ
ん
な
注
射
針
が
あ
っ
た
ら
ど
ん
な
に
便
利
だ
ろ
う
、
と
思
い
立
っ
て
百
軒け

ん

も
の
工
場
を
た
ず
ね
歩
い
た
人
が
い

て
、
よ
し
そ
れ
な
ら
や
っ
て
み
よ
う
か
と
そ
の
人
の
思
い
に
こ
た
え
て
苦
労
を
し
工
夫
を
重
ね
る
人
が
い
た
か
ら
、

こ
の
注
射
針
は
生
ま
れ
ま
し
た
。
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
が
建
っ
て
い
る
町
に
あ
る
、
小
さ
な
工
場
の
大
き
な
工
夫
で
す
。

志
と
い
う
こ
と
ば
は
、
心
の
む
か
う
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
す
。
「
志
を
高
く
持
て
」
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す

が
、
ふ４

た
り
の
志
は
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
に
負
け
な
い
く
ら
い
高
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
小こ

関せ
き

智と
も

弘ひ
ろ

『
町
工
場
の
も
の
づ
く
り―

生
き
て
、
働
い
て
、
考
え
る―

』
に
よ
る
）

（
注
）

普
及…
広
く
行
き
わ
た
る
こ
と
。

サ
ッ
ク…

こ
こ
で
は
鉛
筆
の
先
に
は
め
る
キ
ャ
ッ
プ
を
指
す
。

は
や
ぶ
さ…
二
〇
〇
三
年
に
宇う

宙
ち
ゅ
う

科
学
研
究
所
、
現
在
の
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
（
ジ
ャ
ク
サ
）
が

小
し
ょ
う

惑
わ

く

星
せ

い

か
ら
物
質
を
地
球
に
持
ち
帰
る
技
術
を
実
証
す
る
た
め
に
打
ち
上
げ
た
小
惑
星
探た

ん

査さ

機き

。

１

次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
１
～
５
に
答
え
な
さ
い
。

－
1－

著
作
権
保
護
の
た
め
掲
載
し
て
い
ま
せ
ん
︒



１

次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
１
～
５
に
答
え
な
さ
い
。

「
東
京
の
墨す

み

田だ

区
に
あ
る
」
と
い
え
ば
、
世
界
一
の
電１

波
塔と

う

ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を
思
い
浮う

か
べ
る
人
が
多
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
六
三
四
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
鉄
塔
で
は
な
く
て
、
ち
っ
ぽ
け
な
注

ち
ゅ
う

射し

ゃ

針ば

り

を
つ
く
っ
た
工
場
の
話
で
す
。

岡お
か

野の

工
業
は
従

じ
ゅ
う

業
ぎ
ょ
う

員い

ん

が
五
、
六
人
の
小
さ
な
町
工
場
で
す
。
一
九
三
三
年
生
ま
れ
の
社
長
の
岡お

か

野の

雅ま
さ

行ゆ
き

さ
ん
は
、
子

ど
も
の
こ
ろ
か
ら
お
父
さ
ん
の
工
場
の
仕
事
を
手て

伝つ
だ

っ
て
、
も
の
づ
く
り
の
技わ

ざ

を
身
に
つ
け
た
人
で
す
。

墨
田
区
も
昔
か
ら
小
さ
な
工
場
が
た
く
さ
ん
あ
る
町
で
、
「
日
本
人
な
ら
、
朝
か
ら
晩ば

ん

ま
で
墨
田
で
つ
く
っ
た
も

の
を
使
わ
な
い
人
は
い
な
い
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
い
ろ
い
ろ
な
日
用
品
を
つ
く
る
工
場
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

た
と
え
ば
歯
ブ
ラ
シ
と
か
ボ
タ
ン
と
か
、
化け

粧
し
ょ
う

品ひ

ん

や
化
粧
品
の
ケ
ー
ス
、
た
ば
こ
に
火
を
つ
け
る
ラ
イ
タ
ー
、
靴く

つ

や

財さ
い

布ふ

と
い
う
よ
う
に
で
す
。
岡
野
工
業
は
、
岡
野
さ
ん
の
お
父
さ
ん
の
時
代
に
は
、
そ２

う
い
う
も
の
を
大
量
に
つ
く

る
た
め
の
金
型
を
つ
く
る
工
場
で
し
た
。
同
じ
よ
う
な
町
工
場
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
、
お
た
が
い
に
競
争
し
ま
す
。

そ
こ
で
岡
野
さ
ん
は
、
近
所
の
工
場
が
や
り
た
が
ら
な
い
よ
う
な
仕
事
、
つ
く
る
の
が
む
ず
か
し
か
っ
た
り
、
あ
ま

り
に
も
小
さ
い
も
の
だ
っ
た
り
、
値ね

段だ
ん

が
安
い
の
で
断
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
仕
事
を
わ
ざ
と
選
ん
で
挑

ち
ょ
う

戦せ

ん

し
ま
す
。

そ
の
代
わ
り
に
い
ろ
い
ろ
な
工く

夫ふ
う

を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
工
夫
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
む
ず
か

し
い
仕
事
は
岡
野
に
相
談
し
て
み
な
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

岡
野
工
業
の
名
が
世
界
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
携け

い

帯た
い

電
話
が
普ふ

及
き
ゅ
う

し
は
じ
め
た
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。

携
帯
電
話
は
、
最
初
は
い
ま
の
よ
う
に
小
さ
く
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
小
さ
く
薄う

す

く
す
る
た
め
に
は
、
リ
チ

ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
の
ケ
ー
ス
を
小
型
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
世
界
中
の
携
帯
電
話
メ
ー
カ
ー
の
悩な

や

み

で
し
た
。
そ
れ
を
解
決
し
た
の
が
岡
野
工
業
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
従
業
員
数
名
の
岡
野
工
業
に
は
、
日
本
の
大

手
メ
ー
カ
ー
だ
け
で
は
な
く
外
国
の
メ
ー
カ
ー
の
人
た
ち
ま
で
が
、
毎
日
の
よ
う
に
押お

し
か
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の

よ
う
す
は
テ
レ
ビ
で
も
放
送
さ
れ
た
ほ
ど
で
す
。

ス
プ
ー
ン
は
ど
う
や
っ
て
つ
く
る
か
わ
か
り
ま
す
か
。
ス
プ
ー
ン
の
形
を
し
た
凸と

つ

（
も
の

づ
く
り
の
世
界
で
は
「
お
す
」
と
言
い
ま
す
）
と
凹お

う

（
こ
ち
ら
は
「
め
す
」
と
言
い
ま
す
）

の
金
型
を
つ
く
り
ま
す
。
そ
の
凸
と
凹
の
間
に
鉄
板
を
は
さ
ん
で
、
プ
レ
ス
と
い
う
機
械
を

使
っ
て
、
強
い
力
で
押
し
つ
け
る
と
ス
プ
ー
ン
が
つ
く
れ
る
の
で
す
。
金
属
製
の
フ
ラ
イ
パ

ン
や
鍋な

べ

や
、
自
転
車
の
ボ
デ
ィ
ー
の
よ
う
な
も
の
も
同
じ
よ
う
に
プ
レ
ス
で
大
量
に
つ
く

れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
金
属
の
板
を
変
形
さ
せ
る
こ
と
を
「
絞し

ぼ

る
」
と
言
い
ま
す
。

ス
プ
ー
ン
の
く
ぼ
み
や
フ
ラ
イ
パ
ン
の
く
ぼ
み
く
ら
い
な
ら
、
む
ず
か
し
い
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

ａ

、
た
と
え
ば
鉛え

ん

筆ぴ
つ

の
サ
ッ
ク
や
、
お
母
さ
ん
が
使
う
口く

ち

紅べ
に

の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
細
く
て
長

い
形
の
も
の
を
、
一い

ち

枚ま
い

の
鉄
の
板
か
ら
つ
く
る
と
な
る
と
、
と
て
も
む
ず
か
し
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
形
に
絞
る
こ

と
を
「
深ふ

か

絞し
ぼ

り
」
と
言
う
の
で
す
。

岡
野
工
業
で
は
、
お
父
さ
ん
の
時
代
か
ら
金
属
製
の
ラ
イ
タ
ー
の
ケ
ー
ス
や
化
粧
品
の
ケ
ー
ス
な
ど
で
、
深
絞
り

を
経
験
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
経
験
を
生
か
し
た
新
し
い
金
型
と
新
し
い
プ
レ
ス
機
を
つ
く
っ
て
、
世
界
中
の
ど
の

メ
ー
カ
ー
も
真ま

似ね

の
で
き
な
い
、
薄
型
の
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
の
ケ
ー
ス
を
大
量
に
つ
く
る
こ
と
に
成
功
し
た
の

で
す
。
世
界
中
の
携
帯
電
話
が
薄
型
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
岡
野
工
業
の
深
絞
り
の
技
術
の
お
か
げ
だ
と
言
っ
て
も

い
い
ほ
ど
で
す
。

－
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２
 

さ
く
ら
さ
ん
た
ち
は
，
日
本
の

郷 き
ょ

う土 ど

料
理
と
食
文
化
に
つ
い
て
，【

日
本
の
郷
土
料
理
（
一
部
）】

を
見
な
が
ら

先
生
と
話
し
合
い
ま
し
た
。【

日
本
の
郷
土
料
理
（
一
部
）】

と
【
会
話
】
を
読
ん
で
，

下
の
問
１
～
６
に
答
え
な

さ
い
。

 
  

県
名
 

郷
土
料
理
名
 

主
な
材
料
 

秋
田
県
 

き
り
た
ん
ぽ
な
べ
 

米
，
と
り
肉
，
ご
ぼ
う
，
長
ね
ぎ
，
せ
り
 

山
形
県
 

い
も
に
 

さ
と
い
も
，
牛
肉
，
こ
ん
に
ゃ
く
，
ね
ぎ
 

静
岡
県
 

が
わ
 

か
つ
お
，
玉
ね
ぎ
，
き
ゅ
う
り
，
青
じ
そ
，
し
ょ

う
が
，
梅 う
め干 ぼ

し
，
み
そ
 

石
川
県
 

じ
ぶ
に
 

と
り
肉
，
す
だ
れ
ふ
，
わ
さ
び
，
せ
り
，
し
い
た

け
 

宮
崎
県
 

冷
や
じ
る
 

き
ゅ
う
り
，
青
じ
そ
，
み
ょ
う
が
，
麦
飯
，
い
り

こ
，
と
う
ふ
 

 【
会
話
】

 
先
 
生
：

 今
日
は
，
日
本
の
郷
土
料
理
に
つ
い
て
話
を
し
ま
し
ょ
う
。
郷
土
料
理
と
は
，
地 ち

域 い
きの

特
産
物
を

生
か
し
て
，
受
け
つ
が
れ
て
き
た
料
理
の
こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん
は
，
郷
土
料
理
と
い
う
も
の
を

食
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

 
さ
く
ら
：

 夏
休
み
に
，
静
岡
県
へ
旅
行
に
行
っ
て
，「

が
わ
」
と
い
う
料
理
を
食
べ

ま
し
た
。「

が
わ
」
は
，

か
つ
お
を
使
っ
た
冷
や
し
み
そ
し
る
で
し
た
。

 
あ
ん
な
：

 静
岡
県
の
沖
合
は
，
 
海
流
が
流
れ
て
い
て
，
漁
業
が
さ
か
ん
で
あ
る
こ
と
を
学
習
し
ま
し
た
。

静
岡
県
は
か
つ
お
の
漁
か
く
量
が
日
本
一
で
知
ら
れ
て
い
る
の
よ
。

 
け
ん
と
：

 か
つ
お
っ
て
昔
か
ら
静
岡
県
で
た
く
さ
ん
と
ら
れ
て
い
た
の
か
な
。

 
先
 
生
：

 奈 な

良 ら

時
代
に
平
城
京
の
あ
っ
た
場
所
で
は
，
現
在
の
静
岡
県
か
ら
か
つ
お

が
運
ば
れ
て
き
た
こ
と

を
示
す
 
木 も

っ簡 か
んが

発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

 
け
ん
と
：

 か
つ
お
が
た
く
さ
ん
と
れ
た
か
ら
「
が
わ
」
と
い
う
郷
土
料
理
が
生
ま
れ
た
ん
だ
ね
。

 
先
 
生
：

 江 え

戸 ど

時
代
に
は
，
 
か
つ
お
は
，
か
つ
お
ぶ
し
に
加
工
さ
れ
る
な
ど
し
て

江
戸
へ
多
く
運
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 
い
つ
き
：

 郷
土
料
理
に
は
，
魚
の
ほ
か
に
野
菜
が
主
な
材
料
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
よ
ね
。

 
先
 
生
：

 た
と
え
ば
，
宮
崎
県
に
は
，
 
き
ゅ
う
り
，
青

じ
そ
，
み
ょ
う
が
，
麦
飯

，
い
り
こ
，
と
う
ふ

を

使
っ
た
「
冷
や
じ
る
」
と
い
う
郷
土
料
理
が
あ
り
ま
す
。
夏
の
暑
い
時
期
で
も
簡
単
に
お
い
し
く

食
べ

ら
れ

る
こ

と
か

ら
農

家
の

人
た

ち
が

栄
養

を
と

る
た

め
に

食
べ

て
い

ま
し

た
が

，
地

域
に

よ
っ

て
さ

ま
ざ

ま
な

具
を

入
れ

て
食

べ
る

よ
う

に
な

り
，

宮
崎

県
全

体
に

広
が

っ
て

い
き

ま
し

た
。

 
さ
く
ら
：

 宮
崎
県
の
気
候
，
風
土
に
あ
っ
た
食
べ
方
だ
っ
た
の
ね
。

 
い
つ
き
：

 ほ
か
に
も
，
 
米
を
主
な
材
料
と
す
る
郷
土
料
理
も
あ
り
ま
す
ね
。

 
先
 
生
：

 米
の
生
産
が
さ
か
ん
な
秋
田
県
で
は
，
棒 ぼ

うに
つ
け
て
焼
い
た
ご
は
ん
を
使

っ
た
「
き
り
た
ん
ぽ
な

べ
」
が
食
べ
つ
が
れ
て
い
ま
す
ね
。

 
い
つ
き
：

 日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
，
そ
の
地
域
の
特
産
物
を
生
か
し
た
郷
土
料
理
が
食
べ
つ
が
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

 
さ
く
ら
：

  
私 わ
た

した
ち
の
地
域
の
郷
土
料
理
に
つ
い
て
も
調
べ
て
み
た
い
で
す
。

 

【
日
本
の
郷
土
料
理
（
一
部
）】

 

（
農
林
水
産
省
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
よ
り
作
成
）
 

②
 

⑤
 

⑥
 

④
 

③
 ①

 

 

問
１ 

文
章
中
の 

 
 

線
部
１
の
「
電
」
と
同
じ
部
首
の
漢
字
を
、
「
電
」
以
外
に
二
つ
書
き
な
さ
い
。 

 

問
２ 
文
章
中
の 

 

ａ
あ
・ 

ｂ
あ 

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ア
～
エ

か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。 

ａ 

ア 
さ
て 

 
 

イ 

と
こ
ろ
が 

 

ウ 

ま
た
は 

 

エ 

す
る
と 

ｂ 

ア 

そ
こ
で 

 

イ 

す
な
わ
ち 

 

ウ 

し
か
も 

 

エ 

な
ぜ
な
ら 

 

問
３ 

文
章
中
の 

 
 

線
部
２
の
「
そ
う
い
う
も
の
」
を
ま
と
め
て
言
い
か
え
て
い
る
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら

五
字
以
内
で
そ
の
ま
ま
ぬ
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

問
４ 

文
章
中
の 

 
 

線
部
３
の
「
も
ち
ろ
ん
」
が
修

し
ゅ
う

飾
し
ょ
く

し
て
い
る
言
葉
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ

の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。 

ア 

ど
こ
に
も 

 
 

 
 

 

イ 

針
を 

 
 

 
 

 
 

 

ウ 

工
場
は 

 
 

 
 

 
 

エ 

あ
り
ま
せ
ん 

 

問
５ 

文
章
中
の 

 
 

線
部
４
に
あ
る
「
ふ
た
り
の
志
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
【
ノ
ー
ト
】
に
ま
と
め
ま
し

た
。 

次
の
【
ノ
ー
ト
】
を
読
み
、
後
の

（１）
・

（２）
に
答
え
な
さ
い
。 

 

 

【
ノ
ー
ト
】 

           

（１）
【
ノ
ー
ト
】
中
の 
 

ｃ 

あ
・ 

ｄ
あ 

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
文
章
中
か
ら 

 

ｃ
あ 

は
七
字
、
ｄ
ｄ
あ 

は
十
四
字
で
そ
の
ま
ま
ぬ
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 

（２） 

文
章
や
【
ノ
ー
ト
】
を
読
ん
で
、
志
を
高
く
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。
そ

う
考
え
る
理
由
も
ふ
く
め
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
八
十
字
以
上
百
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

 
 

     

苦
労
が
あ
っ
て
も
く
ふ
う
を
重
ね
、あ
き
ら
め
な
い
心 

◇
医
り
ょ
う
機
器
メ
ー
カ
ー
の
人 

・
注
射
を
す
る
必
要
が
あ
る
多
く
の
か
ん
者

に
と
っ
て
、 

 

ｃ
あ 

が
あ
る
と
ど
ん
な

に
い
い
だ
ろ
う
。 

・
百
け
ん
も
の
工
場
を
た
ず
ね
歩
い
て
で
も

さ
が
し
た
い
。 

◇
岡
野
工
業
の
岡
野
さ
ん 

・
医
り
ょ
う
機
器
メ
ー
カ
ー
の
人
の
思
い
に 

こ
た
え
た
い
。 

・ 

ｄ
あ 

に
ち
ょ
う
戦
し
た
い
。 

 

ｃ

ｄ

ｃ

ｄ

ａ

ｂ

・

ｃ

ｄ

・

－
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２ さくらさんたちは，日本の郷
きょう

土
ど

料理と食文化について，【日本の郷土料理（一部）】を見ながら

先生と話し合いました。【日本の郷土料理（一部）】と【会話】を読んで，下の問１～６に答えな

さい。 
 
 

県名 郷土料理名 主な材料 

秋田県 きりたんぽなべ 米，とり肉，ごぼう，長ねぎ，せり 

山形県 いもに さといも，牛肉，こんにゃく，ねぎ 

静岡県 がわ かつお，玉ねぎ，きゅうり，青じそ，しょうが，梅
うめ

干
ぼ

し，みそ 

石川県 じぶに とり肉，すだれふ，わさび，せり，しいたけ 

宮崎県 冷やじる きゅうり，青じそ，みょうが，麦飯，いりこ，とうふ 

 
【会話】 

先 生： 今日は，日本の郷土料理について話をしましょう。郷土料理とは，地
ち

域
いき

の特産物を

生かして，受けつがれてきた料理のことです。みなさんは，郷土料理というものを

食べたことがありますか。 
さくら： 夏休みに，静岡県へ旅行に行って，「がわ」という料理を食べました。「がわ」は，

かつおを使った冷やしみそしるでした。 
あんな： 静岡県の沖合は， 海流が流れていて，漁業がさかんであることを学習しました。

静岡県はかつおの漁かく量が日本一で知られているのよ。 
けんと： かつおって昔から静岡県でたくさんとられていたのかな。 
先 生： 奈

な

良
ら

時代に平城京のあった場所では，現在の静岡県からかつおが運ばれてきたこと

を示す 木
もっ

簡
かん

が発見されています。 
けんと： かつおがたくさんとれたから「がわ」という郷土料理が生まれたんだね。 
先 生： 江

え

戸
ど

時代には， かつおは，かつおぶしに加工されるなどして江戸へ多く運ばれる

ようになりました。 
いつき： 郷土料理には，魚のほかに野菜が主な材料になっているものもあるよね。 
先 生： たとえば，宮崎県には， きゅうり，青じそ，みょうが，麦飯，いりこ，とうふを

使った「冷やじる」という郷土料理があります。夏の暑い時期でも簡単においしく

食べられることから農家の人たちが栄養をとるために食べていましたが，地域に

よってさまざまな具を入れて食べるようになり，宮崎県全体に広がっていきまし

た。 
さくら： 宮崎県の気候，風土にあった食べ方だったのね。 
いつき： ほかにも， 米を主な材料とする郷土料理もありますね。 
先 生： 米の生産がさかんな秋田県では，棒

ぼう

につけて焼いたごはんを使った「きりたんぽな

べ」が食べつがれていますね。 
いつき： 日本のさまざまな地域で，その地域の特産物を生かした郷土料理が食べつがれてい

ることがわかりました。 
さくら：  私

わたし

たちの地域の郷土料理についても調べてみたいです。 

【日本の郷土料理（一部）】 

（農林水産省のウェブページより作成） 

② 

⑤ 

⑥ 

④ 

③ 

① 

 

問 １ 文 章 中 の   線 部 １ の 「 電 」 と 同 じ 部 首 の 漢 字 を 、 「 電 」 以 外 に 二 つ 書 き な さ い 。  
 

問 ２ 文 章 中 の   ａ あ ・ ｂ あ  に 当 て は ま る 言 葉 と し て 最 も 適 切 な も の を 、 そ れ ぞ れ 次 の ア ～ エ

か ら 一 つ 選 び 、 そ の 記 号 を 書 き な さ い 。  

ａ ア さ て   イ と こ ろ が  ウ ま た は  エ す る と

ｂ ア そ こ で  イ す な わ ち  ウ し か も  エ な ぜ な ら  

 

問 ３ 文 章 中 の   線 部 ２ の 「 そ う い う も の 」 を ま と め て 言 い か え て い る 言 葉 を 、 文 章 中 か ら

五 字 以 内 で そ の ま ま ぬ き 出 し て 書 き な さ い 。 

         

問 ４ 文 章 中 の   線 部 ３ の 「 も ち ろ ん 」 が 修
し ゅ う

飾
し ょ く

し て い る 言 葉 を 、 次 の ア ～ エ か ら 一 つ 選 び 、 そ

の 記 号 を 書 き な さ い 。 

ア ど こ に も      

イ 針 を        

ウ 工 場 は       

エ あ り ま せ ん  

 

問 ５ 文 章 中 の   線 部 ４ に あ る 「 ふ た り の 志 」 に つ い て 、 次 の よ う に 【 ノ ー ト 】 に ま と め ま し

た 。  次 の 【 ノ ー ト 】 を 読 み 、 後 の
（

１
）

・
（

２
）

に 答 え な さ い 。  

 

【 ノ ー ト 】  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
１

）
【 ノ ー ト 】 中 の   ｃ  あ ・ ｄ あ  に 当 て は ま る 言 葉 と し て 適 切 な も の を 、 文 章 中 か ら   ｃ あ  

は 七 字 、 ｄ ｄ あ  は 十 四 字 で そ の ま ま ぬ き 出 し て 書 き な さ い 。  

 

（
２

）

 文 章 や 【 ノ ー ト 】 を 読 ん で 、 志 を 高 く 持 つ こ と に つ い て 、 あ な た は ど の よ う に 考 え ま す か 。 そ

う 考 え る 理 由 も ふ く め て 、 あ な た の 考 え を 八 十 字 以 上 百 字 以 内 で 書 き な さ い 。  

  

 

 

 

 

 

苦 労 が あ っ て も く ふ う を 重 ね 、 あ き ら め な い 心  

◇ 医 り ょ う 機 器 メ ー カ ー の 人  

・ 注 射 を す る 必 要 が あ る 多 く の か ん 者

に と っ て 、  ｃ あ  が あ る と ど ん な

に い い だ ろ う 。  

・ 百 け ん も の 工 場 を た ず ね 歩 い て で も

さ が し た い 。  

◇ 岡 野 工 業 の 岡 野 さ ん  

・ 医 り ょ う 機 器 メ ー カ ー の 人 の 思 い に  

こ た え た い 。  

・ ｄ あ  に ち ょ う 戦 し た い 。  

 

－4－



問４ 【会話】中の下線部④に「きゅうり」とありますが，次の【資料３】は，ある地域における

きゅうりのろ地さいばいとし設さいばいの種まき，なえの世話，収
しゅう

かくの時期を示したカレ

ンダーです。ろ地さいばいと比べて，し設さいばいにはどのようなよさがあるか，書きなさ

い。

問５ 【会話】中の下線部⑤に「米」とありますが，次の【資料４】は，1960年度から2020年度ま

での日本の米の生産量と米の消費量の変化を表したものです。【資料４】から読み取れること

として正しいものを，下のア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。

ア 1960年度から2020年度の間で，米の生産量が最も多かったのは1960年度である。

イ 1960年度から2020年度の間で，米の生産量は米の消費量に比べて，年度ごとの変化

が大きい。

ウ 1960年度から2020年度の間で，米の生産量と米の消費量の差が200万トン以上あっ

たことはない。

エ 2000年度から2020年度の間を見たとき，常に米の生産量が米の消費量を上回っている。

問１ 【会話】中の下線部①に「海流」とありますが，【資料１】は，日本周辺の海流のようすを

示した地図です。  ， に当てはまる海流の組み合わせとして正しいものを，下のア～エか

ら一つ選び，その記号を書きなさい。

問２ 【会話】中の下線部②に「木簡」とありま

すが，【資料２】は，平城京のあった場所か

ら発見された，荷札として用いられた木簡で

す。平城京があった場所から，このような木

簡がたくさん発見される理由を書きなさい。 

問３ 【会話】中の下線部③に「かつおは，かつおぶしに加工されるなどして江戸へ多く運ばれる

ようになりました」とありますが，江戸時代に多くの人やものが行き来した，江戸と主要な

都市を結ぶ五つの道をまとめて何というか，書きなさい。

ア   黒
くろ

潮
しお

（日本海流）   リマン海流

イ   黒潮（日本海流）   対馬
つ し ま

海流 

ウ   親潮（千
ち

島
しま

海流）   リマン海流

エ   親潮（千島海流）   対馬海流 

○あ  ○い  

【資料１】 

-

-

-

-

-

-

- -

【資料２】 

○い
○い

○い

○い
○い

○あ
○あ

○あ
○あ

○あ

【資料３】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ろ地

さいばい

し設

さいばい

種まき
なえの
世話

種まき
なえの
世話

【資料４】

収かく

収かく 収かく

（ＪＡ宮崎経
けい

済
ざい

連の資料による）

（注）ろ地さいばい…太陽の光のもと，ハウスなどを使わずに育てること。

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

米の生産量 米の消費量

（農林水産省の資料による）

（年度）

（万トン）
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著作権保護のため掲載していません。



 

問４ 【会話】中の下線部④に「きゅうり」とありますが，次の【資料３】は，ある地域における

きゅうりのろ地さいばいとし設さいばいの種まき，なえの世話，収
しゅう

かくの時期を示したカレ

ンダーです。ろ地さいばいと比べて，し設さいばいにはどのようなよさがあるか，書きなさ

い。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
問５ 【会話】中の下線部⑤に「米」とありますが，次の【資料４】は，1960年度から2020年度ま

での日本の米の生産量と米の消費量の変化を表したものです。【資料４】から読み取れること

として正しいものを，下のア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 1960年度から2020年度の間で，米の生産量が最も多かったのは1960年度である。 

イ 1960年度から2020年度の間で，米の生産量は米の消費量に比べて，年度ごとの変化

が大きい。 

ウ 1960年度から2020年度の間で，米の生産量と米の消費量の差が200万トン以上あっ

たことはない。 

エ 2000年度から2020年度の間を見たとき，常に米の生産量が米の消費量を上回っている。 

 

問１ 【会話】中の下線部①に「海流」とありますが，【資料１】は，日本周辺の海流のようすを

示した地図です。  ， に当てはまる海流の組み合わせとして正しいものを，下のア～エか

ら一つ選び，その記号を書きなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問２ 【会話】中の下線部②に「木簡」とありま

すが，【資料２】は，平城京のあった場所か

ら発見された，荷札として用いられた木簡で

す。平城京があった場所から，このような木

簡がたくさん発見される理由を書きなさい。 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

問３ 【会話】中の下線部③に「かつおは，かつおぶしに加工されるなどして江戸へ多く運ばれる

ようになりました」とありますが，江戸時代に多くの人やものが行き来した，江戸と主要な

都市を結ぶ五つの道をまとめて何というか，書きなさい。 

ア   黒
くろ

潮
しお

（日本海流）   リマン海流 

イ   黒潮（日本海流）   対馬
つ し ま

海流 

ウ   親潮（千
ち

島
しま

海流）   リマン海流 

エ   親潮（千島海流）   対馬海流 

○あ  ○い  

【資料１】 

-

-

-

-

-

-

- -

【資料２】 

綿

肥

後

国

ひ 

ご 

の 
く 
に 

堅

魚 

か 
つ 

お 

伊

豆

国

い 

ず 

の 
く 
に 

（『古代木簡の研究』『日本古代木簡集成』による）

○い
○い

○い

○い
○い

○あ
○あ

○あ
○あ

○あ

【資料３】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ろ地 

さいばい

し設 

さいばい

種まき
なえの
世話

種まき
なえの
世話

【資料４】 

収かく

収かく 収かく

（ＪＡ宮崎経
けい

済
ざい

連の資料による）

（注）ろ地さいばい…太陽の光のもと，ハウスなどを使わずに育てること。
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1400

1600

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

米の生産量 米の消費量

（農林水産省の資料による） 

（年度） 

（万トン）
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問６ 【会話】中の下線部⑥に「私たちの地域の郷土料理についても調べてみたいです」とありま

すが，さくらさんは，2020年に日本の２０才以上の人々を対象に行われた意識調査の資料を

見つけました。【資料５】は，この調査の中で，「生まれ育った地域の郷土料理や伝統料理に

ついて知っていますか」の質問に対する回答を表したものであり，【資料６】は，さくらさん

が地域の人に行った郷土料理に関するインタビューをまとめたものです。【資料５】と【資料

６】をもとに，あなたは，郷土料理が広められ，受けつがれていくようにするためにどのよ

うな取り組みを行えばよいと思いますか。そのように考えた理由もふくめて書きなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
よ く食べる 
郷土料理 

いなかずし，ぐるに， 
いたどりの油いため 

さばの姿
すがた

ずし，かつおの

たたき 食べたことがない 

食べる回数 週に２，３回 ２か月に１回程度 食べたことがない 
郷土料理につ

いてよいと思

うこと 

・ 身近にある食材で調

理できる 
・ 食材により季節を感

じられる 
・ 自分たちが暮

く

らす地

域の気候や風土に

あっている 

・ 地元を知ることがで

きる 
・ いっしょに食べるこ

とで人とつながるこ

とができる 

・ よくわからない 

郷土料理につ

いてのねがい 
・ たくさん作りすぎて

しまうので，みんなで

食べる機会があると

よい 
・ 地元の食材のよさや

郷土料理の調理法を

伝えていきたい 

・ 郷土料理を食べる機

会が増えるとよい 
・ 簡単に作ることがで

きる調理法を知りた

い 
 

・ 地域にどのような郷

土料理があるか知り

たい 
・ 地域の郷土料理を地

域の人といっしょに

作って食べてみたい 

【資料６】インタビューをまとめたもの 

 

３ 次の【文章】を読み，下の問１～４に答えなさい。 
 
【文章】 

将
しょう

来
らい

のエネルギーの課題は，まず環
かん

境
きょう

への負
ふ

荷
か

（悪
あく

影
えい

響
きょう

）を減らすことです。 
環境問題で最も深

しん

刻
こく

なものの１つが，気候変動問題です。地球温
おん

暖
だん

化
か

による気候変動を抑
おさ

えるには，主要な温室効果ガスである CO2の排
はい

出
しゅつ

を減らさなければなりません。そのために，

CO2を大量に出す化石燃料の使用を減らしながらエネルギーを利用する必要があります。 
また，エネルギーの製造や使用によって地球の大気を汚

お

染
せん

したり，他の生物（生
せい

態
たい

系
けい

）へ

悪影響を与
あた

えることも避
さ

けなければなりません。 
 

２つ目の課題は，エネルギーを安定して手に入れられて使えるような体制をつくることです。

日本は狭
せま

い土地に多くの人が住んでいる上，国内で採れるエネルギー資
し

源
げん

が多くありませ

ん。そこで大量のエネルギー資源を海外から輸入しています。 
しかし，エネルギーの産出国や輸送ルートで問題が起こった場合に，輸入がストップして

エネルギーがつくれなくなる恐
おそ

れもあります。 そこで，特定の資源だけに頼
たよ

るのではなく，

普
ふ

段
だん

からさまざまな種類の資源を多くの国から輸入することで，エネルギーを安定して確保

することが大事です。 
また，太陽光や風力などの 再生可能エネルギーの利用をもっと増やせば，海外からのエ

ネルギー資源の輸入を減らすことができるので，これも大事です。 
 
エネルギーの課題の３つ目は，エネルギー資源を安く手に入れることです。 
温室効果ガスが出なくて，安定して手に入れられるエネルギー資源であれば，どんなに値

ね

段
だん

が高くてもよいわけではありません。エネルギーの値段が高いと，家計が圧
あっ

迫
ぱく

されたり，

エネルギーを使ってつくった製品の値段が高くなって売れなくなることも考えられます。 
再生可能エネルギーは CO2を出さず，建設した後は資源を輸入しなくても国内でつくるこ

とができます。しかし現在は価格（発電コスト）が高いものが多いので，今すぐ化石燃料の

使用をすべてやめて再生可能エネルギーだけに頼るわけにはいきません。 
 

 ｢環境への負荷を減らす」，「安定して手に入れる」，「安く手に入れる」という３つの課題

は，どれか１つあるいは２つを解決しようとすると，他の課題が解決しにくい状態になると

いう関係にあります。そこで，各エネルギー資源の長所と短所を補
おぎな

い合うように，複数の資

源を組み合わせて使うことが大事です。 
さらに，３つの課題を考える前に大事なこととして「エネルギーを安全につくる・使う」

があり，これは何よりも優
ゆう

先
せん

されます。 
（一

いっ

般
ぱん

財団法人エネルギー総合工学研究所『見てわかる！エネルギー革
かく

命
めい

』による。一部省略等がある） 
 
（注）CO2…二酸化炭素。   コスト…費用。 

③ 

② 

① 

52.7 4.2 31.9 9.4

1.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

よく知っていて，食べたことがある 知っているが，食べたことはない

知らないが，食べたことはあるかもしれない 知らない

無回答

（農林水産省の資料による） 

（％）

【資料５】「生まれ育った地域の郷土料理や伝統料理について知っていますか」の質問に対

する回答結果（2020） 

よく知っていて，食べたことがある         知っているが，食べたことはない 

知らないが，食べたことはあるかもしれない     知らない 

無回答 

Ａさん（７５才） Ｂさん（３５才） Ｃさん（１２才）
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問６ 【会話】中の下線部⑥に「私たちの地域の郷土料理についても調べてみたいです」とありま

すが，さくらさんは，2020年に日本の２０才以上の人々を対象に行われた意識調査の資料を

見つけました。【資料５】は，この調査の中で，「生まれ育った地域の郷土料理や伝統料理に

ついて知っていますか」の質問に対する回答を表したものであり，【資料６】は，さくらさん

が地域の人に行った郷土料理に関するインタビューをまとめたものです。【資料５】と【資料

６】をもとに，あなたは，郷土料理が広められ，受けつがれていくようにするためにどのよ

うな取り組みを行えばよいと思いますか。そのように考えた理由もふくめて書きなさい。

よ く食べる

郷土料理

いなかずし，ぐるに，

いたどりの油いため

さばの姿
すがた

ずし，かつおの

たたき
食べたことがない

食べる回数 週に２，３回 ２か月に１回程度 食べたことがない

郷土料理につ

いてよいと思

うこと

・身近にある食材で調

理できる

・食材により季節を感

じられる

・自分たちが暮
く

らす地

域の気候や風土に

あっている

・地元を知ることがで

きる

・いっしょに食べるこ

とで人とつながるこ

とができる

・よくわからない

郷土料理につ

いてのねがい

・たくさん作りすぎて

しまうので，みんなで

食べる機会があると

よい

・地元の食材のよさや

郷土料理の調理法を

伝えていきたい

・郷土料理を食べる機

会が増えるとよい

・簡単に作ることがで

きる調理法を知りた

い

・地域にどのような郷

土料理があるか知り

たい

・地域の郷土料理を地

域の人といっしょに

作って食べてみたい

【資料６】インタビューをまとめたもの

３ 次の【文章】を読み，下の問１～４に答えなさい。

【文章】

52.7 4.2 31.9 9.4

1.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

よく知っていて，食べたことがある 知っているが，食べたことはない

知らないが，食べたことはあるかもしれない 知らない

無回答

（農林水産省の資料による）

（％）

【資料５】「生まれ育った地域の郷土料理や伝統料理について知っていますか」の質問に対

する回答結果（2020）

よく知っていて，食べたことがある 知っているが，食べたことはない

知らないが，食べたことはあるかもしれない 知らない

無回答
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著作権保護のため掲載していません。



 

問１ 【文章】で述べられている内容と合っているものを，次のア～エから一つ選び，その記号を

書きなさい。 

 

ア 再生可能エネルギーは，安定して確保することができているため，海外からのエネ

ルギー資源の輸入を減らすことができる。 

イ 化石燃料の利用は，発電コストが高くなることが多いので，再生可能エネルギーを

利用する手段だけを考えていくことが重要である。 
ウ 環

かん

境
きょう

問題は，地球温暖化によって引き起こされるため，化石燃料の使用を減らすこ

とですべての環境問題は解決できる。 

エ エネルギーは，まず安全性を確保したうえで，各エネルギー資源の長所と短所をふ

まえて組み合わせて使うことが大切である。 

 

問２ 【文章】中の下線部①に「そこで，特定の資源だけに頼るのではなく，普段からさまざまな

種類の資源を多くの国から輸入することで，エネルギーを安定して確保することが大事です」

とありますが，次の【資料１】は，2021年における日本の原油，ＬＮＧ（液化天然ガス），石

炭の主な輸入先をそれぞれ表したものです。【資料１】中のＸ，Ｙ，Ｚはアメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

，

オーストラリア，サウジアラビアのいずれかです。【資料１】中のＸ，Ｙ，Ｚの国名の組み合

わせとして正しいものを，下のア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Ｘ Ｙ Ｚ 

ア オーストラリア アメリカ合衆国 サウジアラビア 

イ オーストラリア サウジアラビア アメリカ合衆国 

ウ サウジアラビア アメリカ合衆国 オーストラリア 

エ サウジアラビア オーストラリア アメリカ合衆国 

 

 

 

問３ 【文章】中の下線部②に「再生可能エネルギー」とありますが，次の【表】は，自然を生か

したさまざまな発電方法の特ちょうをまとめたものです。【表】中のＡ〜Ｄは，風力発電，太

陽光発電，バイオマス発電，水力発電のいずれかを表しています。Ａは何か，書きなさい。 
 

 特ちょう 

Ａ 

・学校の屋上や住
じゅう

宅
たく

の屋根などでも発電ができるが，多くの電気をつくるには，

広い土地が必要である。 
・災害時の非常用電源としても大きな役目を果たす。 
・晴れの日以外は発電量が少なく，夜間は発電ができない。 

Ｂ 

・動物や植物から生まれる資源を利用して発電をするため，はいき物の再利用や

減少にもつながる。 
・季節や天候，昼夜を問わず安定した発電ができる。 
・資源が広い地

ち

域
いき

に分散しているので，収
しゅう

集
しゅう

・運ぱんなどにコストがかかる。 

Ｃ 

・陸上はもちろん海上でも発電可能で，夜間でも発電ができる。 
・天候などにえいきょうされやすく，安定した発電が難

むずか

しい。 
・設置によって景観をそこねたり，そう音が発生したりする等の問題がある。 

Ｄ 

・発電量を調整することができる。 
・降

こう

水
すい

量
りょう

が少ないと発電量が減る。 
・新たな発電し設の建設は，コストがかかる。 

（資源エネルギー庁
ちょう

ほかの資料より作成） 

 

問４ 次の【資料２】は，高知県の特ちょうの一部をまとめたものです。【文章】中の下線部③に

「『環境への負荷を減らす』，『安定して手に入れる』，『安く手に入れる』という３つの課題」

とありますが，あなたが，【資料２】の高知県の特ちょうを生かすことにより解決につながる

と考える課題はどれですか。下のア～ウから一つ選んでその記号を書き，課題の解決につな

がると考えた理由を，【資料２】で示した高知県の特ちょうを一つ以上使って，８０字以上 

１００字以内で書きなさい。 
 

【資料２】 
・森林率が８３.８％であり，全国１位である。 

・日照時間が長く，全国１０位である。 

・年間降水量が多く，全国２位である。 

・山間部やみさきの周辺などでは，強い風がふいていることが多い。 

（高知県の資料より作成） 

ア 環境への負荷を減らす  イ 安定して手に入れる  ウ 安く手に入れる 

 【表】 

【資料１】 

（財務省の資料による）

（注）バレル…原油や石油類の体積を表す単位。１バレルは約 160リットル。

ロシア

11.0％ 

原 油 
総輸入量 

約9.1億バレル 

   Ｚ    

9.5％ 

炭 石
総輸入量
約1.8億トン 

   Ｘ    

39.7％ 
その他

29.0％ 

アラブ首長国

連ぽう 34.7％ 

マレーシア

13.6％ 

カタール

12.1％ 

   Ｚ    

5.0％ 
その他

6.0％ その他 9.6％ 

クウェート 8.4％ 

カタール 7.6％ 

インドネシア

12.0％ 

   Ｙ    

35.8％ 

   Ｙ    

66.0％ 

ＬＮＧ 
総輸入量 

約7,432万トン 
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問１ 【文章】で述べられている内容と合っているものを，次のア～エから一つ選び，その記号を

書きなさい。 

 

ア 再生可能エネルギーは，安定して確保することができているため，海外からのエネ

ルギー資源の輸入を減らすことができる。 

イ 化石燃料の利用は，発電コストが高くなることが多いので，再生可能エネルギーを

利用する手段だけを考えていくことが重要である。 
ウ 環

かん

境
きょう

問題は，地球温暖化によって引き起こされるため，化石燃料の使用を減らすこ

とですべての環境問題は解決できる。 

エ エネルギーは，まず安全性を確保したうえで，各エネルギー資源の長所と短所をふ

まえて組み合わせて使うことが大切である。 

 

問２ 【文章】中の下線部①に「そこで，特定の資源だけに頼るのではなく，普段からさまざまな

種類の資源を多くの国から輸入することで，エネルギーを安定して確保することが大事です」

とありますが，次の【資料１】は，2021年における日本の原油，ＬＮＧ（液化天然ガス），石

炭の主な輸入先をそれぞれ表したものです。【資料１】中のＸ，Ｙ，Ｚはアメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

，

オーストラリア，サウジアラビアのいずれかです。【資料１】中のＸ，Ｙ，Ｚの国名の組み合

わせとして正しいものを，下のア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Ｘ Ｙ Ｚ 

ア オーストラリア アメリカ合衆国 サウジアラビア 

イ オーストラリア サウジアラビア アメリカ合衆国 

ウ サウジアラビア アメリカ合衆国 オーストラリア 

エ サウジアラビア オーストラリア アメリカ合衆国 

 

 

 

問３ 【文章】中の下線部②に「再生可能エネルギー」とありますが，次の【表】は，自然を生か

したさまざまな発電方法の特ちょうをまとめたものです。【表】中のＡ〜Ｄは，風力発電，太

陽光発電，バイオマス発電，水力発電のいずれかを表しています。Ａは何か，書きなさい。 
 

 特ちょう 

Ａ 

・学校の屋上や住
じゅう

宅
たく

の屋根などでも発電ができるが，多くの電気をつくるには，

広い土地が必要である。 
・災害時の非常用電源としても大きな役目を果たす。 
・晴れの日以外は発電量が少なく，夜間は発電ができない。 

Ｂ 

・動物や植物から生まれる資源を利用して発電をするため，はいき物の再利用や

減少にもつながる。 
・季節や天候，昼夜を問わず安定した発電ができる。 
・資源が広い地

ち

域
いき

に分散しているので，収
しゅう

集
しゅう

・運ぱんなどにコストがかかる。 

Ｃ 

・陸上はもちろん海上でも発電可能で，夜間でも発電ができる。 
・天候などにえいきょうされやすく，安定した発電が難

むずか

しい。 
・設置によって景観をそこねたり，そう音が発生したりする等の問題がある。 

Ｄ 

・発電量を調整することができる。 
・降

こう

水
すい

量
りょう

が少ないと発電量が減る。 
・新たな発電し設の建設は，コストがかかる。 

（資源エネルギー庁
ちょう

ほかの資料より作成） 

 

問４ 次の【資料２】は，高知県の特ちょうの一部をまとめたものです。【文章】中の下線部③に

「『環境への負荷を減らす』，『安定して手に入れる』，『安く手に入れる』という３つの課題」

とありますが，あなたが，【資料２】の高知県の特ちょうを生かすことにより解決につながる

と考える課題はどれですか。下のア～ウから一つ選んでその記号を書き，課題の解決につな

がると考えた理由を，【資料２】で示した高知県の特ちょうを一つ以上使って，８０字以上 

１００字以内で書きなさい。 
 

【資料２】 
・森林率が８３.８％であり，全国１位である。 

・日照時間が長く，全国１０位である。 

・年間降水量が多く，全国２位である。 

・山間部やみさきの周辺などでは，強い風がふいていることが多い。 

（高知県の資料より作成） 

ア 環境への負荷を減らす  イ 安定して手に入れる  ウ 安く手に入れる 

 【表】 

【資料１】 

（財務省の資料による）

（注）バレル…原油や石油類の体積を表す単位。１バレルは約 160リットル。

ロシア

11.0％ 

原 油 
総輸入量 

約9.1億バレル 

   Ｚ    

9.5％ 

炭 石
総輸入量
約1.8億トン 

   Ｘ    

39.7％ 
その他

29.0％ 

アラブ首長国

連ぽう 34.7％ 

マレーシア

13.6％ 

カタール

12.1％ 

   Ｚ    

5.0％ 
その他

6.0％ その他 9.6％ 

クウェート 8.4％ 

カタール 7.6％ 

インドネシア

12.0％ 

   Ｙ    

35.8％ 

   Ｙ    

66.0％ 

ＬＮＧ 
総輸入量 

約7,432万トン 

－10－




