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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。 

受検番号 



ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
存
在
す
る
と
き
、
答
え
は
ひ
と
つ
に
決
ま
ら
な
い
。
も
し
も
、
長
所
し
か
な
い
選せ

ん

択た
く

肢し

が
あ
る

な
ら
、
僕
ら
は
迷
わ
ず
そ
れ
を
選
択
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
僕
ら
の
前
に
存
在
す
る
選
択
肢
は
、
そ
れ
ぞ

れ
長
所
と
短
所
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
弱
点
は
あ
る
。
そ
し
て
、
環
境
問
題
に
関
す
る
選
択
に

は
、
こ
の
よ
う
な
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
存
在
す
る
こ
と
が
多
々
あ
る
の
だ
。
た
と
え
ば
、
僕
ら
が
文
明
生
活
を
営
む
の

に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
つ
く
り
方
。
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
も
太
陽
光
・
風
力
・
地
熱
・
潮

ち
ょ
う

汐せ
き

な
ど
い
ろ
ん
な

タ
イ
プ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
長
一
短
が
あ
る
。
僕
ら
は
冷
静
に
、
客
観
的
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。

（
伊い

勢せ

武た
け

史し

『
２
０
５
０
年
の
地
球
を
予
測
す
る―

科
学
で
わ
か
る
環
境
の
未
来
』
に
よ
る)

（
注
）

臆
病…

必
要
以
上
に
気
に
か
け
た
り
、
こ
わ
が
っ
た
り
す
る
こ
と
。

甘
ん
じ
て…

し
か
た
の
な
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
。

白
亜
紀…

お
よ
そ
一
億
四
五
〇
〇
万
年
前
か
ら
六
五
五
〇
万
年
前
ま
で
の
時
期
。

禁
欲
的…

欲
望
を
お
さ
え
る
さ
ま
。

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー…

自
然
環
境
の
中
で
起
こ
る
現
象
を
利
用
し
た
、
く
り
返
し
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
。

地
熱…

地
球
内
部
の
熱
。

潮
汐…

月
や
太
陽
の
引
力
に
よ
っ
て
起
こ
る
、
潮し

お

の
満
ち
引
き
が
く
り
返
さ
れ
る
現
象
。

問
１

文
章
中
の

ａ

・

ｂ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の

ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

ａ

そ
し
て

ｂ

け
れ
ど
も

イ

ａ

そ
の
う
え

ｂ

し
か
し

ウ

ａ

や
が
て

ｂ

た
と
え
ば

エ

ａ

と
こ
ろ
が

ｂ

一
方
で

問
２

文
章
中
の

線
部
１
に
「
案
の
定
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、

次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

困こ
ん

難な
ん

に
ひ
る
ま
ず
に
。

イ

予
想
ど
お
り
に
。

ウ

思
っ
て
い
た
以
上
に
。

エ

思
い
が
け
な
い
こ
と
に
。

問
３

文
章
中
の

線
部
２
に
「
危
険
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
熟

じ
ゅ
く

語ご

と
同
じ
構
成
に
な
っ
て
い
る
言
葉
と
し

て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

保
護

イ

往
復

ウ

加
熱

エ

鉄
橋

問
４

文
章
中
の

線
部
３
に
「
環
境
問
題
を
考
え
る
と
き
も
、
こ
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
」

と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
な
ぜ
「
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
」
と
考
え
て
い
る
の
で
す
か
。
そ
の

理
由
を
次
の
よ
う
な
一
文
で
説
明
す
る
と
き
、

a
あ

に
当
て
は
ま
る
適
切
な
言
葉
を
、
二
十
字
以
上
三
十

字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

環
境
問
題
を
考
え
る
と
き
、
選
択
肢
に
は

a
あ

こ
と
が
必
要
だ
か
ら
。

１

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

－
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著
作
権
保
護
の
た
め
掲
載
し
て
い
ま
せ
ん
︒



問
１

文
章
中
の

ａ  

・

ｂ 

に
当
て
は
ま
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の

ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

ａ

そ
し
て

ｂ

け
れ
ど
も

イ

ａ

そ
の
う
え

ｂ

し
か
し

ウ

ａ

や
が
て

ｂ

た
と
え
ば

エ

ａ

と
こ
ろ
が

ｂ

一
方
で

問
２

文
章
中
の

線
部
１
に
「
案
の
定
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、

次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

困こ
ん

難な
ん

に
ひ
る
ま
ず
に
。

イ

予
想
ど
お
り
に
。

ウ

思
っ
て
い
た
以
上
に
。

エ

思
い
が
け
な
い
こ
と
に
。

問
３

文
章
中
の

線
部
２
に
「
危
険
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
熟

じ
ゅ
く

語ご

と
同
じ
構
成
に
な
っ
て
い
る
言
葉
と
し

て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

保
護

イ

往
復

ウ

加
熱

エ

鉄
橋

問
４

文
章
中
の

線
部
３
に
「
環
境
問
題
を
考
え
る
と
き
も
、
こ
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
」

と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
な
ぜ
「
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
」
と
考
え
て
い
る
の
で
す
か
。
そ
の

理
由
を
次
の
よ
う
な
一
文
で
説
明
す
る
と
き
、

a
あ

に
当
て
は
ま
る
適
切
な
言
葉
を
、
二
十
字
以
上
三
十

字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

環
境
問
題
を
考
え
る
と
き
、
選
択
肢
に
は

a
あ

こ
と
が
必
要
だ
か
ら
。

１

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

魚
を
飼
っ
て
い
る
と
、
お
も
し
ろ
い
発
見
が
あ
る
。
ド
ジ
ョ
ウ
と
金
魚
を
お
な
じ
水す

い

槽そ
う

で
飼
っ
て
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
ド
ジ
ョ
ウ
は
本
来
、
水
底
を
主
な
生
息
地
と
し
て
砂す

な

の
な
か
で
エ
サ
を
探さ

が

し
て
生
活
し
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
金
魚
と
一い

っ

緒し
ょ

の
環か

ん

境
き
ょ
う

に
適
応
し
た
ド
ジ
ョ
ウ
は
、
金
魚
の
エ
サ
が
投
入
さ
れ
る
と
自
分
も
水
面
ま

で
の
ぼ
っ
て
い
っ
て
金
魚
と
一
緒
に
エ
サ
を
つ
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
こ
ろ
、
そ
の
ド
ジ
ョ
ウ
は

エ
サ
を
食
べ
る
の
が
下
手
で
、
水
面
ま
で
の
ぼ
っ
て
エ
サ
を
口
に
ほ
お
ば
る
の
だ
が
、
う
ま
く
飲
み
込こ

め
ず
口
か
ら

出
し
て
し
ま
い
、
金
魚
に
横
取
り
さ
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。
し
か
し
、
金
魚
の
エ
サ
を
食
べ
る
と
い
う
努
力
を

毎
日
や
っ
て
い
る
と
、
徐じ

ょ

々じ
ょ

に
食
べ
る
の
が
う
ま
く
な
っ
て
き
た
。

ａ

、
最
短
コ
ー
ス
で
水
槽
の
底
か
ら
水

面
に
や
っ
て
き
て
、
エ
サ
を
か
っ
さ
ら
う
と
ま
た
す
ぐ
水
槽
の
底
に
戻も

ど

り
、
そ
こ
で
ゆ
っ
く
り
モ
グ
モ
グ
す
る
と
い

う
習
性
を
持
つ
に
至い

た

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
水
槽
で
は
、
二に

匹ひ
き

の
ド
ジ
ョ
ウ
を
飼
っ
て
い
た
。
飼
い
は
じ
め
た
の
は

同
時
で
、
当
時
は
お
な
じ
く
ら
い
の
サ
イ
ズ
だ
っ
た
の
だ
が
、
一
匹
は
と
て
も
大だ

い

胆た
ん

で
、
も
う
一
匹
は
と
て
も
臆お

く

病
び
ょ
う

な
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
案１

の
定
、
水
面
で
金
魚
の
エ
サ
を
取
る
こ
と
を
覚
え
た
の
は
大
胆
な
ほ

う
の
ド
ジ
ョ
ウ
だ
。
臆
病
な
ド
ジ
ョ
ウ
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
水
槽
の
底
の
砂
に
身
を
隠か

く

し
、
た
ま
に
落
ち
て
く
る

金
魚
の
エ
サ
の
お
こ
ぼ
れ
を
食
べ
る
と
い
う
状

じ
ょ
う

況
き
ょ
う

に
甘あ

ま

ん
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
状
況
が
半
年
く
ら
い

続
い
て
、
つ
い
に
二
匹
の
ド
ジ
ョ
ウ
に
二
倍
ほ
ど
の
体
格
差
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。

こ
こ
ま
で
だ
と
、
「
大
胆
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
の
は
す
ば
ら
し
い
」
み
た
い
な
教
訓
の
話
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
し

ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
僕ぼ

く

は
生
態
学
者
で
あ
り
、
大
胆
に
水
面
ま
で
の
ぼ
っ
て
く
る
ド
ジ
ョ
ウ
の
個
性
は
、

果
た
し
て
い
つ
で
も
プ
ラ
ス
に
働
く
の
か
ど
う
か
？

と
考
え
て
し
ま
う
。
安
全
な
我わ

が
家
の
水
槽
と
は
違ち

が

い
、
自

然
界
に
は
危２

険 け
ん

が
い
っ
ぱ
い
だ
。
小
魚
を
食
べ
よ
う
と
、
水
鳥
な
ど
の
肉
食
動
物
が
待
ち
か
ま
え
て
い
た
り
す
る
。

そ
ん
な
と
き
、
水
面
の
エ
サ
を
食
べ
る
と
い
う
行
動
は
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
に
な
り
、
お
と
な
し
く
砂
に
も
ぐ
っ
て
い

る
ほ
う
が
プ
ラ
ス
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

僕
は
釣つ

り
人
で
も
あ
る
。
お
な
じ
種
類
の
魚
で
も
、
個
体
に
よ
っ
て
個
性
が
あ
る
こ
と
を
経
験
上
知
っ
て
い
る
。

た
め
ら
い
な
く
ル
ア
ー
に
食
い
つ
く
大
胆
な
個
体
も
い
れ
ば
、
臆
病
で
用
心
深
い
個
体
も
い
る
。
な
ん
で
も
口
に
入

れ
て
み
る
タ
イ
プ
の
個
体
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
た
く
さ
ん
エ
サ
を
食
べ
て
大
き
く
成
長
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
ル
ア
ー
に
だ
ま
さ
れ
て
釣
り
上
げ
ら
れ
そ
こ
で
一
生
を
終
え
る
、
な
ん
て
確
率
も
高
く
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
考
え
た
の
は
、
魚
の
生
き
方
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
で
あ
る
。
ト
レ
ー
ド
オ
フ
と
は
、
何
か
を
得
る
た
め
に
何

か
を
失
う
と
い
う
関
係
性
の
こ
と
。
ド
ジ
ョ
ウ
の
場
合
、「
エ
サ
を
た
っ
ぷ
り
食
べ
る
」
と
い
う
プ
ラ
ス
に
は
、「
我

が
身
を
危
険
に
さ
ら
す
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
が
つ
き
も
の
な
の
だ
。
自
然
界
で
生
き
て
い
る
生
物
は
み
な
、
こ
の
よ

う
な
ト
レ
ー
ド
オ
フ
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

ｂ

、
恐

き
ょ
う

竜
り
ゅ
う

は
大
き
な
体
を
持
つ
こ
と
で
繁は

ん

栄え
い

し
た
が
、
そ
の
巨き

ょ

体た
い

を
維い

持じ

す
る
た
め
に
は
た
く
さ
ん
の
エ
サ
が
必
要
に
な
る
。
だ
か
ら
白は

く

亜あ

紀き

末
期
に
地
球
環
境
が
激げ

き

変へ
ん

し
た
と
き

に
絶ぜ

つ

滅め
つ

し
て
し
ま
い
、
代
わ
り
に
体
の
小
さ
な
哺ほ

乳
に
ゅ
う

類る
い

が
栄
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

環３

境
問
題
を
考
え
る
と
き
も
、
こ
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
ド
ジ
ョ
ウ
と
お
な
じ
よ
う
に
、
僕

ら
人
間
の
行
動
に
も
ト
レ
ー
ド
オ
フ
は
存そ

ん

在ざ
い

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
環
境
問
題
を
気
に
せ
ず
好
き
勝
手
に
生
き
る

と
い
う
選せ

ん

択た
く

。
そ
う
す
る
と
、
い
ま
は
楽
し
い
け
ど
将

し
ょ
う

来ら
い

た
い
へ
ん
な
こ
と
が
生
じ
る
。
逆
に
、
環
境
問
題
を
防
止

す
る
た
め
禁き

ん

欲よ
く

的
な
生
活
を
送
る
。
そ
う
す
る
と
未
来
の
環
境
は
守
ら
れ
る
け
ど
、
僕
ら
は
強
い
ス
ト
レ
ス
に
さ
ら

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ａ

ｂ

－
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【
会
話
】

２
た

ろ
う

さ
ん

た
ち

は
，

社
会

科
の

授
業

で
日

本
の

も
の

づ
く

り
に

つ
い

て
話

し
合

い
ま

し
た

。
次

の
【

会
話

】

を
読
み
，

下
の
問
１
〜

６
に
答
え
な

さ
い
。

先
 
生
：

今
日
は
日

本
の
も
の
づ

く
り
に
つ
い

て
話
を
し
ま

し
ょ
う
。
日

本
の
も
の

づ
く

り
は
，
い

つ
ご
ろ

か
ら
始
ま

っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。

た
ろ
う
：

旧 き
ゅ

う石 せ
っ器 き

時
代
や

縄 じ
ょ

う文 も
ん時

代
か
ら
石
器

や
土
器
が
使

わ
れ
て
い
た

こ
と
を
学

習
し

た
よ
。

あ
か
り
：

米
づ

く
り

が
伝

わ
る

と
，

縄
文

時
代

に
使

わ
れ

て
い

た
土

器
に

代
わ

っ
て

う
す

く
て

か
た

い

土
器
が
使

わ
れ
始
め
た

の
よ
ね
。

い
つ
き
：

朝 ち
ょ
う鮮 せ

んや
中

国
と

の
か

か
わ

り
が

強
く

な
る

と
，

大
陸

で
つ

く
ら

れ
て

い
た

も
の

を
日

本
で

も
つ

く
る
こ
と

が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た

ん
だ
よ
ね
。

あ
か
り
：

戦 せ
ん国 ご

く時
代
に
な

る
と
，
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
国

々
と
か
か
わ

る
よ
う
に
な

っ
て

，
貿
易

や
キ
リ
ス
ト
教

の
布

教
の

た
め

に
，

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
の

商
人

や
キ

リ
ス

ト
教

の
宣 せ
ん

教 き
ょ

う師 し

が
日

本
を

お
と

ず
れ

る
よ

う
に
な
っ

た
の
よ
ね
。

た
ろ
う
：

当
時

の
戦

国
大

名
た

ち
の

一
部

は
，

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
の

進
ん

だ
も

の
を

積
極

的
に

取
り

入
れ

た

ら
し
い
よ

。

い
つ
き
：

日
本

各
地

で
は

伝
統

的
な

技
術

や
技

法
に

も
と

づ
い

て
，

さ
ま

ざ
ま

な
伝

統
的

工
芸

品
も

生

産
さ
れ
て

い
た
よ
。

た
ろ
う
：

そ
の
後
，
ヨ

ー
ロ
ッ
パ

や
，
ア
メ
リ
カ

と
の
か
か

わ
り
も
強
く

な
っ
て
，
欧 お

う米 べ
い諸 し

ょ国 こ
くで

つ
く
ら
れ

て
い
た
も

の
を
日
本
で

も
つ
く
る
こ

と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ

た
ん
だ
よ

。

あ
か
り
：

新
た
な
も

の
づ
く
り
が

始
ま
っ
た
の

ね
。

い
つ
き
：

積
極

的
に

新
た

な
も

の
づ

く
り

に
取

り
組

む
こ

と
で

，
日

本
は

近
代

工
業

国
へ

発 は
っ展 て

ん

し
て

い
っ

た
の
か
も

し
れ
な
い
ね

。

た
ろ
う
：

日
本
の
も

の
づ
く
り
に

対
す
る
そ
う

い
う
姿 し

勢 せ
いが

，
そ

の
後
も
受
け

つ
が

れ
た
か

ら
，

戦
後
の

高
度

経 け
い済 ざ

い

成
長

期
以 い

降 こ
う

も
，

家
電

製
品

を
は

じ
め

と
す

る
多

く
の

機
械

製
品

が
大

量
に

生
産

さ

れ
た
ん
じ

ゃ
な
い
か
な

。

先
 
生
：

現
在
も
，
日

本
で
は
，
機

械
製
品
や

伝
統
的
工
芸

品
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
も

の
が

生
産
さ
れ

て
い
ま

す
。
一

方
で

，
国
際

的
に

は
，

か
ん

境
保
護
と

豊
か
な
生
活

が
と
も
に

成
り

立
つ
「

持
続

可
能

な
社
会
」

の
実
現
が
求

め
ら
れ
て
い

ま
す
。

い
つ
き
：

こ
れ

ま
で

積
み

重
ね

て
き

た
日

本
の

も
の

づ
く

り
の

技
術

力
を

生
か

す
と

実
現

で
き

そ
う

だ

よ
。

問
１
 【

会
話

】
中
の
下
線

部
①
に
「
縄

文
時
代
に

使
わ
れ
て
い

た
土
器
に
代

わ
っ

て
う
す
く

て
か
た
い
土

器
が
使
わ
れ

始
め
た
」
と

あ
り
ま
す
が

，
右
の
【
資

料
１
】
は
，
縄
文
時
代
の
次
の
時
代
に
使
わ
れ
た
う
す
く
て
か
た
い
土
器
で

す
。
こ
の

土
器
を
何
と

い
う
か
，
書

き
な
さ
い
。

【
資

料
１

】

①
 

②
 

③
 

④
 

⑤
 

問
５

ゆ
う
き
さ
ん
と
は
る
か
さ
ん
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
、
新
聞
に
の
っ
て
い
た
次
の
【
投
書
】
を
参
考
に

し
な
が
ら
ト
レ
ー
ド
オ
フ
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。
次
の
【
投
書
】
と
【
会
話
】
を
読
み
、
後
の

（１）
・ 

（２）
に
答
え
な
さ
い
。

【
投
書
】後

か
い
先
に
立
た
ず

小
川

研
（
青
葉
市

１２
才
） 

本
屋
さ
ん
に
行
く
と
、
お
気
に
入
り
の
本
の
、
次
の

巻か
ん

が
売
ら
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
次
の
巻
が
出
版

さ
れ
る
の
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
の
で
、
さ
っ
そ
く
買

お
う
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
ふ
と
思
い
出
し
た
。
今
、
新

し
い
本
を
買
っ
て
も
、
置
く
場
所
が
な
い
。
本
は
、
本

だ
な
に
入
る
分
だ
け
置
く
こ
と
に
し
よ
う
と
、
家
族
で

話
し
合
っ
て
決
め
た
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
だ
。
本
を
置

き
た
い
場
合
は
、
す
で
に
あ
る
本
を
処し

ょ

分ぶ
ん

す
る
こ
と
に

な
る
。
で
も
、
す
で
に
あ
る
本
は
ど
れ
も
気
に
入
っ
て

い
て
、
ま
だ
手
元
に
置
い
て
お
き
た
い
。

し
ば
ら
く
な
や
ん
だ
結
果
、
新
し
い
本
を
買
う
こ
と

に
し
た
。
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
家
に
帰
り
、
お
気
に
入

り
の
本
の
続
き
が
読
め
た
け
れ
ど
、
す
で
に
あ
る
本
は

処
分
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
何
日
か
し
て
、
も
う
一

度
読
み
た
い
な
あ
と
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
処
分
し

た
本
は
読
め
な
い
。
読
め
な
く
な
っ
た
こ
と
を
残
念
に

思
っ
た
。

後
か
い
先
に
立
た
ず
。
こ
の
言
葉
を
実
感
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

【
会
話
】

ゆ
う
き

私
わ
た
し

も
本
や
マ
ン
ガ
を
買
っ
て
読
む
け
れ
ど
、
置
き
場
所
が
な
く
な
っ
て
困こ

ま

っ
た
こ
と
が
あ
る
よ
。
確
か

に
欲ほ

し
い
と
思
っ
た
物
を
す
ぐ
に
買
っ
て
し
ま
う
と
、
部
屋
の
中
は
物
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
う
ね
。 

は
る
か

こ
の
で
き
ご
と
は
、
小
川
さ
ん
に
と
っ
て
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。
私
た
ち
は
、

つ
い
、
一
つ
の
物
事
の
プ
ラ
ス
だ
け
を
見
て
行
動
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
、
マ
イ
ナ
ス
に
つ

い
て
も
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
だ
ね
。

ゆ
う
き

ト
レ
ー
ド
オ
フ
は
、
私
た
ち
の
生
活
の
中
に
他
に
も
あ
り
そ
う
だ
ね
。

（１）

は
る
か
さ
ん
は
【
会
話
】
の
中
で
物
事
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
に
つ
い
て
話
し
て
い
ま
す
。【
投
書
】
の
小
川
さ

ん
に
と
っ
て
の
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
と
き
、 

ｃ  

・

ｄ 

に
当
て
は
ま
る
言
葉

と
し
て
適
切
な
も
の
を
、【
投
書
】
中
か
ら

ｃ 

は
十
四
字
、

ｄ 

は
十
字
で
そ
の
ま
ま
ぬ
き
出
し
て
書

き
な
さ
い
。

プ
ラ
ス…

…
…

ｃ  

こ
と
。

マ
イ
ナ
ス…

…

ｄ 

こ
と
。

 

（２）

文
章
や
【
投
書
】
、【
会
話
】
を
読
ん
で
、
私
た
ち
の
生
活
の
中
に
あ
る
ト
レ
ー
ド
オ
フ
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は

ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。
あ
な
た
の
経
験
を
も
と
に
し
て
、
八
十
字
以
上
百
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

ｃｄ

ｃ

ｃ

ｄ

ｄ

－
3－



 

【会話】

２ たろうさんたちは，社会科の授業で日本のものづくりについて話し合いました。次の【会話】

を読み，下の問１〜６に答えなさい。

 
先 生： 今日は日本のものづくりについて話をしましょう。日本のものづくりは，いつごろ

から始まったのでしょうか。 

たろう： 旧
きゅう

石
せっ

器
き

時代や縄
じょう

文
もん

時代から石器や土器が使われていたことを学習したよ。 

あかり： 米づくりが伝わると， 縄文時代に使われていた土器に代わってうすくてかたい

土器が使われ始めたのよね。 

いつき： 朝
ちょう

鮮
せん

や中国とのかかわりが強くなると，大陸でつくられていたものを日本でもつ

くることができるようになったんだよね。

あかり： 戦
せん

国
ごく

時代になると，ヨーロッパの国々とかかわるようになって，貿易やキリスト教

の布教のために，ヨーロッパの商人やキリスト教の宣
せん

教
きょう

師
し

が日本をおとずれるよ

うになったのよね。 

たろう：  当時の戦国大名たちの一部は，ヨーロッパの進んだものを積極的に取り入れた

らしいよ。 

いつき： 日本各地では伝統的な技術や技法にもとづいて，さまざまな 伝統的工芸品も生

産されていたよ。 

たろう： その後，ヨーロッパや，アメリカとのかかわりも強くなって，欧
おう

米
べい

諸
しょ

国
こく

でつくられ

ていたものを日本でもつくることができるようになったんだよ。

あかり： 新たなものづくりが始まったのね。

いつき： 積極的に新たなものづくりに取り組むことで，日本は近代工業国へ発
はっ

展
てん

していっ

たのかもしれないね。

たろう： 日本のものづくりに対するそういう姿
し

勢
せい

が，その後も受けつがれたから， 戦後の

高度経
けい

済
ざい

成長期以
い

降
こう

も，家電製品をはじめとする多くの機械製品が大量に生産さ

れたんじゃないかな。

先 生： 現在も，日本では，機械製品や伝統的工芸品などさまざまなものが生産されていま

す。一方で，国際的には， かん境保護と豊かな生活がともに成り立つ「持続可能

な社会」の実現が求められています。

いつき： これまで積み重ねてきた日本のものづくりの技術力を生かすと実現できそうだ

よ。 

問１ 【会話】中の下線部①に「縄文時代に使われていた土器に代わっ

てうすくてかたい土器が使われ始めた」とありますが，右の【資

料１】は，縄文時代の次の時代に使われたうすくてかたい土器で

す。この土器を何というか，書きなさい。

【資料１】

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

問 ５ ゆ う き さ ん と は る か さ ん は 、 こ の 文 章 を 読 ん だ 後 、 新 聞 に の っ て い た 次 の 【 投 書 】 を 参 考 に

し な が ら ト レ ー ド オ フ に つ い て 話 し 合 っ て い ま す 。 次 の 【 投 書 】 と 【 会 話 】 を 読 み 、 後 の
（
１
）

・

（
２
）

に 答 え な さ い 。

【 投 書 】
後 か い 先 に 立 た ず

小 川 研 （ 青 葉 市 １
２ 才 ）

本 屋 さ ん に 行 く と 、 お 気 に 入 り の 本 の 、 次 の

巻
か ん

が 売 ら れ て い る の を 見 つ け た 。 次 の 巻 が 出 版

さ れ る の を 心 待 ち に し て い た の で 、 さ っ そ く 買

お う と 思 っ た け れ ど 、 ふ と 思 い 出 し た 。 今 、 新

し い 本 を 買 っ て も 、 置 く 場 所 が な い 。 本 は 、 本

だ な に 入 る 分 だ け 置 く こ と に し よ う と 、 家 族 で

話 し 合 っ て 決 め た ば か り だ っ た か ら だ 。 本 を 置

き た い 場 合 は 、 す で に あ る 本 を 処
し ょ

分
ぶ ん

す る こ と に

な る 。 で も 、 す で に あ る 本 は ど れ も 気 に 入 っ て

い て 、 ま だ 手 元 に 置 い て お き た い 。

し ば ら く な や ん だ 結 果 、 新 し い 本 を 買 う こ と

に し た 。 わ く わ く し な が ら 家 に 帰 り 、 お 気 に 入

り の 本 の 続 き が 読 め た け れ ど 、 す で に あ る 本 は

処 分 を す る こ と に な っ た 。 何 日 か し て 、 も う 一

度 読 み た い な あ と 思 う こ と が あ っ た が 、 処 分 し

た 本 は 読 め な い 。 読 め な く な っ た こ と を 残 念 に

思 っ た 。

後 か い 先 に 立 た ず 。 こ の 言 葉 を 実 感 す る こ と

と な っ た 。

【 会 話 】

ゆ う き 私
わ た し

も 本 や マ ン ガ を 買 っ て 読 む け れ ど 、 置 き 場 所 が な く な っ て 困
こ ま

っ た こ と が あ る よ 。 確 か

に 欲
ほ

し い と 思 っ た 物 を す ぐ に 買 っ て し ま う と 、 部 屋 の 中 は 物 だ ら け に な っ て し ま う ね 。

は る か こ の で き ご と は 、 小 川 さ ん に と っ て の ト レ ー ド オ フ と 言 え る か も し れ な い ね 。 私 た ち は 、

つ い 、 一 つ の 物 事 の プ ラ ス だ け を 見 て 行 動 し て し ま う こ と が あ る け れ ど 、 マ イ ナ ス に つ

い て も 考 え て み る こ と が 必 要 だ ね 。

ゆ う き ト レ ー ド オ フ は 、 私 た ち の 生 活 の 中 に 他 に も あ り そ う だ ね 。

（
１

）

は る か さ ん は 【 会 話 】 の 中 で 物 事 の プ ラ ス と マ イ ナ ス に つ い て 話 し て い ま す 。 【 投 書 】 の 小 川 さ

ん に と っ て の プ ラ ス と マ イ ナ ス を 次 の よ う に ま と め た と き 、 ｃ ・ ｄ に 当 て は ま る 言 葉

と し て 適 切 な も の を 、 【 投 書 】 中 か ら ｃ は 十 四 字 、 ｄ は 十 字 で そ の ま ま ぬ き 出 し て 書

き な さ い 。

プ ラ ス……… ｃ こ と 。

マ イ ナ ス…… ｄ こ と 。

（
２
）

文 章 や 【 投 書 】 、 【 会 話 】 を 読 ん で 、 私 た ち の 生 活 の 中 に あ る ト レ ー ド オ フ に つ い て 、 あ な た は

ど の よ う に 考 え ま す か 。 あ な た の 経 験 を も と に し て 、 八 十 字 以 上 百 字 以 内 で 書 き な さ い 。

－4－

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「戦後の高度経済成長期以降も，家電製品をはじめとする多くの

機械製品が大量に生産された」とありますが，高度経済成長期に日本では，「三種の神器」

とよばれた家庭電化製品が広まりました。この「三種の神器」とよばれた家庭電化製品は，

白黒テレビと電気洗
せん

たく機と，もう一つは何か，書きなさい。

問５ 戦後の高度経済成長期には，各地で公害問題が起こりましたが，次の【表２】は，四大公

害病についてまとめたものです。【表２】中の Ａ に当てはまる公害病を何という

か，書きなさい。

ひ害地
ち

域
いき

ひ害の状きょう

Ａ 富山県神
じん

通
づう

川流域 
鉱山から流れ出たカドミウムが原因で，骨

ほね

がもろく折れやすくなる。

水
みな

俣
また

病 熊本県・鹿児島県沿
えん

岸
がん

部 
工場はい水にふくまれていた水銀が原因

で，手足がしびれ，目や耳が不自由になる。

四
よっ

日
か

市
いち

ぜんそく 三重県四日市市
工場から出されたガスが原因で，はげしい

ぜんそくの発
ほっ

作
さ

がおこる。

新潟水俣病 新潟県阿賀野
あ が の

川流域 
工場はい水にふくまれていた水銀が原因

で，手足がしびれ，目や耳が不自由になる。

問６ 【会話】中の下線部⑤に「かん境保護と豊かな生活がともに成り立つ『持続可能な社会』の

実現」とありますが，次の【資料３】は，2015年に国際連合で決定された「持続可能な開発

目標（ＳＤＧｓ）」に関するものです。ものをつくる生産者，ものをつかう消費者，それぞれ

が地球のかん境と人々の健康を守れるよう，責任ある行動をとることが求められています。

あなたが，もし，ものをつくる生産者の立場であれば，地球のかん境を守るために，具体的

にどのようなものをつくってみたいと思いますか。あなたが解決したいかん境問題を示した

うえで，書きなさい。

【表２】

 

問２ 【会話】中の下線部②に「当時の戦国大

名たちの一部は，ヨーロッパの進んだも

のを積極的に取り入れた」とありますが， 

【資料２】は，長篠
ながしの

の戦いをえがいたびょ

うぶ絵です。この戦いの勝敗の決め手と

なったと言われているのは，どのような

ことでしょうか。【資料２】中にえがかれ

た，ヨーロッパから伝わった道具の名前

を示したうえで，書きなさい。

問３ 【会話】中の下線部③に「伝統的工芸品」とありますが，次の【表１】中の西
にし

陣
じん

織
おり

，有田焼，

南部鉄器はそれぞれ，下の【略地図】中の   で示した   ～   の府県のいずれかが主

な生産地です。【表１】中の伝統的工芸品と【略地図】中の生産地の組み合わせとして正し

いものを，表中のア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。

○あ  ○か  

【資料２】長篠の戦いをえがいたびょうぶ絵

【略地図】

○う

○え○お

○か

○あ

○い

【表１】

西陣織 有田焼 南部鉄器

ア ○う ○お ○い
イ ○う ○か ○あ
ウ ○え ○お ○あ
エ ○え ○か ○い

ＳＤＧｓの目標１２「つくる責任 つかう責任」の

テーマは，持続可能な生産消費活動です。

人の健康や自然かん境にあたえる悪いえいきょう

をできるかぎり小さくするために，大気，水，土じょ

うへ化学物質やごみが出されるのを大きく減らす

ことが，達成目標の一つとして示されています。

【資料３】

【資料２】長篠の戦いをえがいたびょうぶ絵

【略地図】

○う

○え○お

○か

○あ

○い

【表１】

西陣織 有田焼 南部鉄器

ア ○う ○お ○い
イ ○う ○か ○あ
ウ ○え ○お ○あ
エ ○え ○か ○い
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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「戦後の高度経済成長期以降も，家電製品をはじめとする多くの

機械製品が大量に生産された」とありますが，高度経済成長期に日本では，「三種の神器」

とよばれた家庭電化製品が広まりました。この「三種の神器」とよばれた家庭電化製品は，

白黒テレビと電気洗
せん

たく機と，もう一つは何か，書きなさい。 

問５  戦後の高度経済成長期には，各地で公害問題が起こりましたが，次の【表２】は，四大公

害病についてまとめたものです。【表２】中の   Ａ   に当てはまる公害病を何という

か，書きなさい。

ひ害地
ち

域
いき

ひ害の状きょう 

Ａ 富山県神
じん

通
づう

川流域 
鉱山から流れ出たカドミウムが原因で，骨

ほね

がもろく折れやすくなる。 

水
みな

俣
また

病 熊本県・鹿児島県沿
えん

岸
がん

部 
工場はい水にふくまれていた水銀が原因

で，手足がしびれ，目や耳が不自由になる。 

四
よっ

日
か

市
いち

ぜんそく 三重県四日市市 
工場から出されたガスが原因で，はげしい

ぜんそくの発
ほっ

作
さ

がおこる。 

新潟水俣病 新潟県阿賀野
あ が の

川流域 
工場はい水にふくまれていた水銀が原因

で，手足がしびれ，目や耳が不自由になる。 

問６ 【会話】中の下線部⑤に「かん境保護と豊かな生活がともに成り立つ『持続可能な社会』の

実現」とありますが，次の【資料３】は，2015年に国際連合で決定された「持続可能な開発

目標（ＳＤＧｓ）」に関するものです。ものをつくる生産者，ものをつかう消費者，それぞれ

が地球のかん境と人々の健康を守れるよう，責任ある行動をとることが求められています。

あなたが，もし，ものをつくる生産者の立場であれば，地球のかん境を守るために，具体的

にどのようなものをつくってみたいと思いますか。あなたが解決したいかん境問題を示した

うえで，書きなさい。
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名たちの一部は，ヨーロッパの進んだも

のを積極的に取り入れた」とありますが，

【資料２】は，長篠
ながしの

の戦いをえがいたびょ

うぶ絵です。この戦いの勝敗の決め手と

なったと言われているのは，どのような

ことでしょうか。【資料２】中にえがかれ

た，ヨーロッパから伝わった道具の名前

を示したうえで，書きなさい。

問３ 【会話】中の下線部③に「伝統的工芸品」とありますが，次の【表１】中の西
にし

陣
じん

織
おり

，有田焼，

南部鉄器はそれぞれ，下の【略地図】中の で示した ～ の府県のいずれかが主

な生産地です。【表１】中の伝統的工芸品と【略地図】中の生産地の組み合わせとして正し

いものを，表中のア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。

○あ ○か

【資料２】長篠の戦いをえがいたびょうぶ絵

【略地図】

○う

○え○お

○か

○あ

○い

【表１】

西陣織 有田焼 南部鉄器

ア ○う ○お ○い
イ ○う ○か ○あ
ウ ○え ○お ○あ
エ ○え ○か ○い

ＳＤＧｓの目標１２「つくる責任 つかう責任」の

テーマは，持続可能な生産消費活動です。

人の健康や自然かん境にあたえる悪いえいきょう

をできるかぎり小さくするために，大気，水，土じょ

うへ化学物質やごみが出されるのを大きく減らす

ことが，達成目標の一つとして示されています。 

【資料３】

【資料２】長篠の戦いをえがいたびょうぶ絵

【略地図】

○う

○え○お

○か

○あ

○い

【表１】

西陣織 有田焼 南部鉄器

ア ○う ○お ○い
イ ○う ○か ○あ
ウ ○え ○お ○あ
エ ○え ○か ○い
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３ たけしさんたちは，成年年れいの引き下げと若
わか

者
もの

の社会参画について調べたことを，授業で話

し合いました。次の【会話】を読み，下の問１～４に答えなさい。

問１ 【会話】中の下線部①に「日本国憲法」とありますが，日本国憲法に定められた国民の義務 

として誤
あやま

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 税金を納
おさ

める義務 イ 子どもに教育を受けさせる義務

ウ 働く義務 エ 健康で文化的な生活を営む義務

先 生： 2022年４月から成年年れい，つまり法
ほう

律
りつ

上大人となる年れいが２０才から１８才に

引き下げられましたね。 

たけし： どうして成年年れいが２０才から１８才に引き下げられたのかな。 

みつる： その前から，１８才や１９才の人にも政治上の重要事こうの判断に参加してもらお

うと， 日本国憲法の改正に関する国民投票や 選挙で投票できる年れいが１８才

以上になっていたんだよね。 

ゆきこ： これをふまえて，１８才以上の人を大人としてあつかうのがよいのではないかとい

う議
ぎ

論
ろん

がされたみたいよ。 

たけし： それなら，外国の成年年れいは何才なのだろう。 

ゆきこ： 調べてみると，アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

やイギリス，中国，フランス，ドイツなど，世界の

国々の中にも法律上の大人の年れいを１８才以上とする国が多いみたい。 

みつる： 外国の例も参考に， 少子高れい化が進む日本の将
しょう

来
らい

を支える若い世代に，大人と

しての自覚と責任を持ってほしいという思いから，成年年れいが１８才に引き下げ

られたようだよ。 

たけし： 成年年れいの引き下げには，そんな理由があったんだね。 

ゆきこ： １８才になったらどんなことができるようになるのかな。 

先 生： 大人になったらどのようなことができるようになるのか，さらに調べてみましょう。

また，選挙の投票以外にも， 若者の積極的な社会参画についても考えていきましょ

う。 

【会話】

① ② 

③ 

④ 

問２ 【会話】中の下線部②に「選挙」とありますが，次の【資料１】は，2020年における日本の

年れい別人口構成を表したものです。選挙で，以下の政
せい

策
さく

をそれぞれ主張する候
こう

補
ほ

者Ａ，候

補者Ｂがいた場合，あなたはどちらの候補者に投票しますか。【資料１】をもとに，候補者Ａ，

候補者Ｂのいずれかを選び，その候補者を選んだ理由を書きなさい。 

8 6 4 2 0 2 4 6 8 (％)

男 女 

60

40

20

0

【資料１】日本の年れい別人口構成（2020）

候補者Ａ

主張する政策：高れい者のかい護サービスをじゅう実させ，かい護にともなう費用に

補助金を支給します。

候補者Ｂ

主張する政策：保育園・幼
よう

ち園から大学までの保育料や学費を無料にします。

（総務省の資料による）

(才)

80
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３ たけしさんたちは，成年年れいの引き下げと若
わか

者
もの

の社会参画について調べたことを，授業で話

し合いました。次の【会話】を読み，下の問１～４に答えなさい。

問１ 【会話】中の下線部①に「日本国憲法」とありますが，日本国憲法に定められた国民の義務

として誤
あやま

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 税金を納
おさ

める義務 イ 子どもに教育を受けさせる義務

ウ 働く義務 エ 健康で文化的な生活を営む義務

先 生：2022年４月から成年年れい，つまり法
ほう

律
りつ

上大人となる年れいが２０才から１８才に

引き下げられましたね。 

たけし：どうして成年年れいが２０才から１８才に引き下げられたのかな。

みつる：その前から，１８才や１９才の人にも政治上の重要事こうの判断に参加してもらお

うと， 日本国憲法の改正に関する国民投票や 選挙で投票できる年れいが１８才

以上になっていたんだよね。

ゆきこ：これをふまえて，１８才以上の人を大人としてあつかうのがよいのではないかとい

う議
ぎ

論
ろん

がされたみたいよ。

たけし：それなら，外国の成年年れいは何才なのだろう。

ゆきこ：調べてみると，アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

やイギリス，中国，フランス，ドイツなど，世界の

国々の中にも法律上の大人の年れいを１８才以上とする国が多いみたい。

みつる：外国の例も参考に， 少子高れい化が進む日本の将
しょう

来
らい

を支える若い世代に，大人と

しての自覚と責任を持ってほしいという思いから，成年年れいが１８才に引き下げ

られたようだよ。

たけし：成年年れいの引き下げには，そんな理由があったんだね。 

ゆきこ：１８才になったらどんなことができるようになるのかな。 

先 生：大人になったらどのようなことができるようになるのか，さらに調べてみましょう。

また，選挙の投票以外にも， 若者の積極的な社会参画についても考えていきましょ

う。

【会話】

① ② 

③ 

④ 

 

問２ 【会話】中の下線部②に「選挙」とありますが，次の【資料１】は，2020年における日本の

年れい別人口構成を表したものです。選挙で，以下の政
せい

策
さく

をそれぞれ主張する候
こう

補
ほ

者Ａ，候

補者Ｂがいた場合，あなたはどちらの候補者に投票しますか。【資料１】をもとに，候補者Ａ，

候補者Ｂのいずれかを選び，その候補者を選んだ理由を書きなさい。 

8 6 4 2 0 2 4 6 8 (％) 

男 女 

60

40

20

 0

【資料１】日本の年れい別人口構成（2020）

候補者Ａ 

主張する政策：高れい者のかい護サービスをじゅう実させ，かい護にともなう費用に

補助金を支給します。

候補者Ｂ 

主張する政策：保育園・幼
よう

ち園から大学までの保育料や学費を無料にします。 

（総務省の資料による）

(才)

80
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問３ 【会話】中の下線部③に「少子高れい化が進む日本の将来を支える若い世代」とあります

が，2022年に日本，アメリカ合衆国，イギリス，中国，韓
かん

国
こく

，インドの１７才から１９才ま

での年れい層
そう

の人々を対象に意識調査が行われました。次の【資料２】は，その調査の中で 

｢自分の行動で，国や社会を変えられると思う」の質問に対して「はい」と回答した割
わり

合
あい

を， 

【資料３】は，同じ調査で「国や社会に役立つことをしたいと思う」の質問に対して「はい」と 

回答した割合をそれぞれ表したものです。【資料２】と【資料３】から読み取れることとして

正しいものを，次のア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。 

ア 「自分の行動で，国や社会を変えられると思う」と回答した割合と「国や社会に役立

つことをしたいと思う」と回答した割合のどちらも最も高い国は，中国である。

イ 「自分の行動で，国や社会を変えられると思う」と回答した割合と「国や社会に役立

つことをしたいと思う」と回答した割合を比べると，６か国すべてで，「国や社会に役

立つことをしたいと思う」と回答した割合の方が低い。

ウ 「自分の行動で，国や社会を変えられると思う」と回答した割合と「国や社会に役立

つことをしたいと思う」と回答した割合の差が最も大きい国は，日本である。

エ 「自分の行動で，国や社会を変えられると思う」と回答した日本の割合は，同じ回答

をしたアメリカ合衆国，インドの割合と比べると，３分の１以下である。

問４ 【会話】中の下線部④に「若者の積極的な社会参画についても考えていきましょう」とあり

ますが，2019年に日本の１３才から２９才の年れい層の人々を対象に意識調査が行われまし

た。次の【資料４】は，この調査の中で，「社会のために役立つことをしたいと思うか」の質

問に対する１３才から１４才の人々の回答を表したものであり，【資料５】は，【資料４】で

｢そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した人を対象に行った「具体的に何を通じ

て社会のために役立ちたいと考えていますか」の質問に対する回答を表したものです。あな

たは，大人になったら，社会のために役立つこととして，どのようなことに取り組んでみた

いと思いますか。あなたが望む社会を示したうえで，８０字以上１００字以内で書きなさい。

0 20 40 80 10060

日本

イギリス

中国

韓国

インド

（％） 

（日本財団の資料による）

【資料３】国や社会に役立つことをしたいと 

思うと回答した割合（2022） 

【資料２】自分の行動で，国や社会を変えら

れると思うと回答した割合（2022） 

0 20 40 60 80 100

日本

イギリス

中国

韓国

インド

（％）

（日本財団の資料による）

アメリカ

合 衆 国

アメリカ

合 衆 国

26.9

58.5

50.6

70.9

61.5

78.9

61.7

73.0

71.2

82.1

75.2

92.6

23.1 62.1 10.4 4.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

（内
ない

閣
かく

府の資料による）

【資料４】「社会のために役立つことをしたいと思うか」の質問に対する回答結果（2019）

【資料５】「具体的に何を通じて社会のために役立ちたいと考えていますか」の質問に対する

回答結果（上位１０こう目）（2019）

（％）

28.5

14.0

13.3

11.8

11.4

10.6

9.6

9.5

8.7

30.3

0 10 20 30 40

体育・スポーツ・文化に関する活動

自主防災活動・災害えん助活動

自然・かん境保護に関する活動

自分の職業を通して

ぼ金活動，チャリティーバザー

青少年健全育成に関する活動

町内会などの地域活動

人々の学習活動に関する指導，助言，運営協力などの活動

公共し設での活動

わからない

※複数回答（回答をいくつ選んでもよいこと）による調査。

（％）

（内閣府の資料による）

ちいき
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問３ 【会話】中の下線部③に「少子高れい化が進む日本の将来を支える若い世代」とあります

が，2022年に日本，アメリカ合衆国，イギリス，中国，韓
かん

国
こく

，インドの１７才から１９才ま

での年れい層
そう

の人々を対象に意識調査が行われました。次の【資料２】は，その調査の中で 

｢自分の行動で，国や社会を変えられると思う」の質問に対して「はい」と回答した割
わり

合
あい

を，

【資料３】は，同じ調査で「国や社会に役立つことをしたいと思う」の質問に対して「はい」と

回答した割合をそれぞれ表したものです。【資料２】と【資料３】から読み取れることとして

正しいものを，次のア～エから一つ選び，その記号を書きなさい。

ア 「自分の行動で，国や社会を変えられると思う」と回答した割合と「国や社会に役立

つことをしたいと思う」と回答した割合のどちらも最も高い国は，中国である。

イ 「自分の行動で，国や社会を変えられると思う」と回答した割合と「国や社会に役立

つことをしたいと思う」と回答した割合を比べると，６か国すべてで，「国や社会に役

立つことをしたいと思う」と回答した割合の方が低い。

ウ 「自分の行動で，国や社会を変えられると思う」と回答した割合と「国や社会に役立

つことをしたいと思う」と回答した割合の差が最も大きい国は，日本である。  

エ 「自分の行動で，国や社会を変えられると思う」と回答した日本の割合は，同じ回答

をしたアメリカ合衆国，インドの割合と比べると，３分の１以下である。

 

問４ 【会話】中の下線部④に「若者の積極的な社会参画についても考えていきましょう」とあり

ますが，2019年に日本の１３才から２９才の年れい層の人々を対象に意識調査が行われまし

た。次の【資料４】は，この調査の中で，「社会のために役立つことをしたいと思うか」の質

問に対する１３才から１４才の人々の回答を表したものであり，【資料５】は，【資料４】で

｢そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した人を対象に行った「具体的に何を通じ

て社会のために役立ちたいと考えていますか」の質問に対する回答を表したものです。あな

たは，大人になったら，社会のために役立つこととして，どのようなことに取り組んでみた

いと思いますか。あなたが望む社会を示したうえで，８０字以上１００字以内で書きなさい。 

0 20 40 80 10060

日本

イギリス

中国

韓国

インド

（％）

（日本財団の資料による）

【資料３】国や社会に役立つことをしたいと

思うと回答した割合（2022）

【資料２】自分の行動で，国や社会を変えら

れると思うと回答した割合（2022）
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日本
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（日本財団の資料による）
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合 衆 国

26.9

58.5

50.6

70.9
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78.9

61.7

73.0

71.2

82.1

75.2

92.6

23.1 62.1 10.4 4.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

（内
ない

閣
かく
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【資料４】「社会のために役立つことをしたいと思うか」の質問に対する回答結果（2019） 

【資料５】「具体的に何を通じて社会のために役立ちたいと考えていますか」の質問に対する

回答結果（上位１０こう目）（2019） 

（％）

28.5

14.0

13.3

11.8

11.4

10.6

9.6

9.5

8.7

30.3

0 10 20 30 40

体育・スポーツ・文化に関する活動

自主防災活動・災害えん助活動

自然・かん境保護に関する活動

自分の職業を通して

ぼ金活動，チャリティーバザー

青少年健全育成に関する活動

町内会などの地域活動

人々の学習活動に関する指導，助言，運営協力などの活動

公共し設での活動

わからない

※複数回答（回答をいくつ選んでもよいこと）による調査。

（％） 

（内閣府の資料による）

ちいき
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