
〈漢
字
の
読
み
書
き
〉

田
〕
ω
　
き
ず

（く
）　
　
　
②
　
つヽ
じ
　
　
　
　
　
③
　
っ
い
（や
す
）
　
ω
　
かヽせ

（ぐ
）

⑤
　
ヽ
ヽ
（げ
）
　

　

　

④
　
ほ
っ
き
に
ん
　
　
①
　
ゆ
う
ぜ
い
　
　
　
①
　
た
ん
も
の

①

た
い
し
ゅ
つ
　

　

⑩
　
い
と

《
解
説
》

０

「反
」
に
は
、
「
ハ
ン
」
「
ア
ン
」
「ホ
ン
」
と
い
う
音
読
み
が
あ
り
ま
す
。

０

「帯
出
」
は
、
「備
え
付
け
の
図
書
な
ど
を
、
そ
の
場
所
か
ら
外

へ
持
ち
出
す
こ
と
」
と
い
う
意
味
。

⑩

「意
図
」
は
、
「①
何
か
を
し
よ
う
と
考
え
る
こ
と
。
②
こ
う
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
」
と
い

う
意
味
。

□

ゆ)“)(1)

熟輪放
弁 T

解
説
V

⑪

「は
な

（す
と

に
は
、
「放
す

。
話
す

・
離
す

（「離
」
は
中
学
校
で
習
う
字
こ

と
い
う
同
訓
異
義
語

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
の
ち
が
い
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

④

「熟
弁
」
は
、
「熱
の
こ
も

っ
た
話
し
ぶ
り
」
と
い
う
意
味
。

〈
こ
と
ば
の
知
識

（類
義
語

・
対
義
語
／
主
語

・
述
語
／

修

飾

語
し

口
〕
ω
①
　
イ
　
　
　
②
　
オ
　
　
　
③
　
ア
　
　
　
④
　
工
　
　
　
⑤
　
ウ

⑥
　
力
　
　
　
⑦
　
ク
　
　
　
⑥
　
ケ
　
　
　
⑦
　
コ
　
　
　
⑩
　
キ

②
①
　
過
去
　
　
　
②
　
特
別
　
　
　
③
　
複
雑

《
解
説
》

ω
　
⑩

「平
生
」
「平
素
」
と
も
に
、
「
ヽ
Ｓ、
だ
ん
。

つ
ね
ひ
ご
ろ
」
と
い
う
意
。

②
　
①

「未
来
」
の
同
義
語
に
は

「
将
来
」
が
あ
り
ま
す
。

□

徹)0)像)(1)

ウ ア オ オ

②

報

ａ
乙

④

貿
易

⑩

往
生

編

Ｃ
）

保
護

③
　
黎
火

（
い
）
　
　
い

０
　
△
皇
覧
イ
　
　
　
③

(5)

イ

《
解
説
》

ω
　
違
足
に

「出
か
け
た
」
の
は
だ
れ
か
と
考
え
ま
す
。
「母
が
」
は
、
「作

っ
た
」
と
い
う
こ
と
ば
に

対
す
る
主
語
で
す
。
「母
が
件

っ
た
」
と
ヽ
ヽ
、
２

ヽ
と
ば
全
体
で
、
「弁
当
を
」
と
ヽ
ヽ
、
２

】
と
ば
を
修

飾

し
て
い
ま
す
。

②
　
宿
題
を

「し
て
い
た
」
の
は
だ
れ
か
と
考
え
ま
す
。
「
私
が
」
は
、
「岩

い
た
」
と
ヽ
ヽ
、
２

ヽ
と
ば
に

対
す
る
主
語
で
す
。
「私
が
家
に
若

い
た
」
と
い
う
こ
と
ば
全
体
で
、
「時
」
と
い
う
こ
と
ば
を
修
飾

し
て
い
ま
す
。

《
解
説
》

□

0)(1)

エ ウち

い
　
倒
置
法
が
用
い
ら
れ
た
文
で
す
。
「そ
ん
な
体
で
去

】

」
と
、
も
と
の
諸
順
に
直
し

て
考
え
る
と
、
主
述
関
係
が
よ
り
は

っ
き
り
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。

②

「た
ぶ
ん
」
は
、
下
に

「～
だ
ろ
う
」
「～
は
ず
だ
」
な
ど
の
こ
と
ば
を
と
も
な

っ
て
、
確
信
の
あ

る
予
測
を
表
し
ま
す
。



〈
物
語
〉

円
］
ω
　
イ

ω

（例
）
短
く
そ
っ
け
な
い
、
佳
奈
を
悲
し
ま
せ
る
も
の

Ｏ
Ａ

（例
）
そ
っ
け
な
い
も
の

Ｂ

（例
）
仲
な
お
り
し

Ｃ

（例
）
が
っ
か
り
し
た

０
　
エ

０

（例
）
広

一
の
こ
と
を
忘
れ
、
気
持
ち
を
切
り
か
え
よ
う
と
し
て
い
る
佳
奈
の
様
子
。

《
解
説
》

②
　
直
後
に
あ
る
、　
進

が
自
分
宛
の
手
紙
の
中
身
に
が
っ
か
り
し
て
い
る
様
子
か
ら
考
え
ま
す
。
進

は
、
自
分
宛
の
手
紙
を
読
ど
こ
と
を
よ
っ
ぱ
ど
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
だ
と
分
か
り
ま
す
。

③

「奇

妙

な
姿
勢
の
ま
ま
～
玄
関
に
の
こ
の
こ
歩
い
て
い
っ
た
」
か
ら
は
、
「
私

」
が
手
紙
を
読
み

た
い
気
持
ち
を
か
く
し
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
ま
す
。

ω
　
実
際
に
ど
う

ヽ
ヽ
、
つ
手
紙
だ

っ
た
か
が
、
「短

い
手
紙
だ

っ
た
。
～
な
ん
て
、
そ
っ
け
な
い
。
日

を
合
わ
さ
ず
に
、　
い
や
い
や
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
言
葉
み
た
い
だ
」
の
部
分
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
を
か
考
に
す
る
と
文

い
で
し
よ
う
。

⑤
　
直
後
江
括
し
ょ
っち
拘
わ
な
の
に
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
あ
る
も
の
だ
と
分
か
り
、

ま
た

「広

一
く
ん
は
、
　
言

に
や
ら
れ
た
イ
チ
ョ
ウ
の
木
の
よ
う
に
」
と
、
夏
に
お
こ
る

「奮
」
と

い
う
こ
と
ば
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
の

「夏
の
夕
立
」
を
選
び
ま
す
。

①

「引

っ
越
し
ち

ゃ
っ
て
残
念
で
す
。

口官
一嘩
の
こ
と
は
も
う

い
い
で
す
。
ま
た
、
会
え
る
と
い
い
ね
」

「引

っ
逮
し
ち
ゃ
っ
て
残
念
で
す
。
嗜
一韓
の
こ
と
は
ゴ
メ
ン
ナ
サ
イ
。
ま
た
、
会
え
る
と
い
い
ね
」

と
い
っ
た
込
事
を
言
こ
う
と
し
て
、
書
け
ず
に
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
る

「私
」
の
気
持
ち
を
選
び
ま
す
。

①

「私
は
黙

っ
て
、
弟
を
見
後

っ
て
い
た
。
ピ
ア
ノ
を
始
め
る
く
ら

い
な
ら
、
そ
の
う
ち
、
き

っ
と
広

一
く
ん
に
会
う
だ
ろ
う
と
思

っ
た
の
だ
」
な
ど
の
部
分
か
ら
、
「私
」
は
、
ピ
ア
ノ
を
ひ
く
こ
と
に
、

広

一
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
捨
て
去
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考

え
て
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

0)像 )

ア ア“

)

イ

〈随
筆
〉

□

０

ウ

・
力

原

不
□

②
③
　
エ

④
　
ア

③
　
ア

⑭

（例
）
エ
ラ
ク
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ず

い
ぶ
ん
衝
倒
で
つ
ま
ら
な
い
こ
と
だ
と
い
う
思
い
。

⑤
　
イ世

間
的
な
地
位
を
得
る
こ
と

ア

《
解
説
》っく‐，『】る「線韓脱伽幣

効
純
捧
・滞
で「靖即ｗ物理
一吋
報助
のの試

対
」
に
対
し
、
者
数
な
ど
に
制
叫
翻
胎
沖
授

ｔ常
の
文
章
を
い
い
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　

ｒヽ
之

②
　
③
に
は
、
前
に
あ
る

「
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
、　
っ
て
、

ゼ
軌
一を
い
う
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
疑
間
を

表
す
時
に
用

い
ら
れ
る
慣
用
匂
を
選
び
ま
す
。
④
に
は
、
「
お

・ψ
務
笑

い
が
こ
ば
れ
て
し
ま
」
う
こ

と
が
、
「
と
て
も
は
ず
か
し
か

っ
た
」
と
惑
じ
ら
れ
る
よ
う
な
状

況
を
考
え
る
こ
と
で
選
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
す
。

③
　
も
と
の
語
順
に
も
ど
す
と
、
「読
み
た

い
本
も
求
め
得
ら
れ
る
か
ら
、　
つ
と
め
す
る
身
は
う
れ
し

い
。
」
と
な
り
、
倒
置
法
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
主
な
表
現
枚
法

に
つ
い
て
は
、　
一
通
り
／
１
卜
な
ど
に
そ
の
技
法
を
用
い
た
例
文
を
書

い
て
ま
と
め
て
お
く
と
よ

い

で
し
よ
う
。

⑭
　
ど
う

い
う

「思

い
」
か
、
と
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
文
末
を

「～
思

い
ご

と
す
る
こ
と

を
恙
れ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

せ

ば
れ

０
　
０
の

「そ
の
思
い
」
が
、
こ
こ
で
の

「背
骨
」
の
内
容
で
す
か
ら
、
「希
望
」
や

「期
待
」
は
あ

て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
Ｆ

生
を
串
ざ
し
に
し
て

私

を
支
え
て
き
た
」
に
対
応
す
る
こ
と
ば
を
考
え
ま

‐１
し
ｒ
よ

ｎヽ
′
。

①
「エ
ラ
ク
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
面
倒
で
つ
ま
ら
な
い
こ
と
だ
、
と
思
胎
ざた」

か
ら
、
「
エ
ラ
ク
な
る
た
め
の
チ
カ
」
を
し
な
か

っ
た
と
、
筆
者
は
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
背
後
に

は
、
男
女
同
権
が
当
た
り
前
で
な
か

っ
た
時
代
に
生
き
た
筆
者
の
、
「
モ
フ
ク
な
る
‘

】
と
へ
の
反
抗

起
も
あ

っ
た
こ
と
を
読
み
取
り
ま
し
ょ
う
。
「
あ
あ
男
で
な
く
て
文
か

っ
た
」
「
女
は
エ
ラ
ク
な
ら

な
く
て
す
む
」
と
い
う
筆
者
の
考
え
は
、
「
世
間
的
な
地
位
を
得
る
こ
と
だ
け
が
最
高
に
幸
福
な
の



か
」
「男
た
ち
の
眈
に
得
た
も
の
は
、
ほ
ん
と
う
に
、
す
べ
て
う
ら
や
む
に
足
り
る
も
の
な
の
か
」

と
い
う
聞

い
か
け
と
な

っ
て
衣
れ
て
い
ま
す
。

０
　
イ
は
、
筆
者
の
詩
を
作
る
姿
勢

「書
き
な
が
ら
、
読
み
な
が
ら
、
出
し
な
が
ら
、
書
き
な
が
ら
、

、
一
つ

い

こ
の
行
為
の
ご
く
自
然
な
く
り
込
し
、　
い
と
な
み
」
と
い
う
部
分
に
合

っ
て
い
ま
せ
ん
。
ウ
は
、
筆

者
の
仕
事
ぶ
り
を
表
し
て
い
る

「そ
れ
以
来
二
十
年
余
り
。
今
日
ま
で
、
同
じ
所
で
働
い
て
い
ま
す
」

な
ど
の
部
分
か
ら
は
読
み
取
れ
ま
せ
ん
。
工
は
、
「早
く
江
会
に
出
て
、
働
き
、
そ
こ
で
得
た
お
金

に
よ
っ
て
、
自
分
の
し
た
い
、
と
罵
う
こ
と
を
し
た
い
」
「学
校
を
出
な
か
っ
た
の
は
自
分
の
責
任
」

と
い
う
部
分
に
合

っ
て
い
ま
せ
ん
。



(計算問題〉

□ (1)|

(5) 14.7

②

●)

像)

4

5

(6)3  0)

２８

‐

一
４

↓

　

俗

３

一
５

8

3

(0

時間

(3)696円

8分後

(割合と比〉

□ (I)860ペ ージ  (2)2.8km

(4)126cm (5)22日 間

0)①  2時間  ② 2
(8)毎分 5L, 225L

2

?

《解説》(1)(172+215)■
(|― ÷)・ (十

一
+)=860(ペ

ージ)

(2)マ ラソン全体のラ巨離を |と すると, 1往イЯは

歩,学校から橋までは|にあたります。
l kmは ,下の図のように,橋 を出発 し公園 を通

って学校 まで もどって くる道の りなので,=7ラ ツ

ン全体の子E離は十■
(歩

一
|)=2,8(km)

学校   I    橋       公園

7

あとlkm(太線)

9

9+8+7
じめの所持金は

も変わりません。

(3)3人 の所持金の合計は348■

仕)

2本の長 さの差を |と すると,と刀り取る前の長 さ

はそれぞれ 5,4,切 り取った後の長さがそれぞ

れ 3, 2です。よって,は じめの 2本 の長さの合

常十は28■ (5-3)× (5+4)=126(cm)

(5)全体の仕事量を |と すると, 十日につき,A君

(6)ダ ング半分の容積は60■ 2=30(L),

30■ (12-7)+30■ (12+10-7)=8(分イ充)

17)① 水そうの満水量を |と すると, 1時間に,A

吼言
蝋

2本の長 さの差はtアフリ取った後

管から

(七
十

水が出

十■
(

奪分20Lの ポ ンプで (20× 15=)300L,各 分30L

のポンプで (30× 9=)270Lを くみ 出せば水がな く

な ります。 くみ出 した水の量の差 は水道 か ら(15

-9=)6分 で入 った量 です か ら,水道 は (300-

270)■ 6=(各分)5(L),ま た,水そ うの容積 は300

-5× 15=225(L)

(速 さ)

団 (|)① 長針…60度 ,短針… 5度  ② 35度

(2)① 時4 2km  ② 3時間36分

(3)①  5分後  ② 分逃 150m

②  3時 ちょうどのときの長針と短針が作る小さ

い方の角の大きさは,30× 3=90(度 )です。

①より,10分間で,長針と短針の作る小さい

方の角は60-5=55(度 )ノトさくなるから,90-

55=35(度 )

(2)①  4時間30分 =4.5時 間より,船Aが この川を

上る速さは36■ 4.5=(時込)8(km),下る込さは

36■ 3=(時速)12(km)で す。よって,川 の流れ

の速さは(12-8)■ 2=(時速)2(km)

②  船 Bが このデlIを 上 る速 さは36■ 6=(時

速)6(km)だ から,下 る基 さは6+2+2=(日寺

込)10(km)です。よって,下 りにかかる時間は

36■ 10=3.6(時 間)→ 3時間36分

(3)① 秋子さんの速 さは時速 15kmよ り,分4は

15000■ 60=(分込)250(m)です。

秋子さんは池を 1周
=「

るのに3分36イ少=3÷

分かかるから,池 1周の道のりは250X3÷ =

900(m)です。

秋子さんがは じめて春子さんに追いつくとき,

秋子さんは春子さんより池 1周 分多 く進んでい

るから,秋子 さんは900■ (250-70)=5(分 後 )

に春子さんには じめて迄いつきます。

② 秋子さんがはじめて夏子さんに追いつくのは,

スダー トしてから5+4=?(分後)です。

秋子さんが夏子さんには じめて追いつ くとき

も,秋子さんは夏子さんより池 1周 分多 く進ん

でいるから,夏 子 さんの走る速 さを分込□mと

すると,

900■ (250-□)=?→ 250-□ =900■ 9=100

→ □=250-100=(分 4)150(m)

(和 と差に関する問題〉

日 (I)16年前  (2)日 1個

(3)38室 ,209人   (4)2432人   (5)3回

(6)50円切キ… 9枚 ,80円 tア7キ ー 12枚

(7) 十 日目 -38イ固, 2日 目 …62イ固

●)① 2400円

② 入場料…800円 ずつ,乗物イヤ…400円 ずつ



《解説》 (1)を

三;:4サ :手i:互 三二三ご:き
三弄|―引

…
~卜

、
①

コ
差 (52-28=)24さ いは ,

子 どもの年れいの(3-|=)2倍にあたります。子

どもは24■ 2=12(さ い)→ 28-12=16(年前)

(2)?イ固ずつ配ったときと,13

個ずつ配つたときでは,挺妥 13

なりんごの個数の差は30+6 _ 個

イ固

36(個 )です。 十人あたりに配

った個数の差は13-9=4(個 )よ り,配 った子ども

のメ、数は36■ 4=9(人 )→ りんごは9× 9+30=

1日 (イ固)

(3)1部屋に 6人ずつ入っても,ま だ(6-5)+6× 3

=|?(人)入 れます。 (19キ 19)■ (6-5)=38(室 ),

5× 38+19=209(人 )

(4)55人乗 りのバスにすると,生徒は 1台 に54人ず

つ乗 ります。 また,58人乗 りのパスにすると,生

徒は 1台 に57人ずつ乗 ります。

58人乗 りのバスを,55人乗 りのバスと同 じ台数だ

け用意すると,生徒がすわる席は57× 3+19=

190(席 )あ まります。 (190-52)■ (57-54)=

46(台 ),全検生徒は54× 46-52=2432(人 )

(5)(100-88)■ (88-84)=3(回 )

100

|ロ

(6)50円切キと80円切手を合わせて(1410+(1410-

90)}■ (50+80)=21(ホ欠)買 います。 ここで,つ る

かめ算をオli用 します。予定では,50円 切手が(80

×2十 一1410)■ (80-50)=?(枚 ),80円 t刀手が21-

9=12(枚 )

80

50

円

(7) 十 日目は |イ回120円 , 2日 目は |イ国(120× 0,8

=)?6円 で,合わせて100個 を売 りました。つるか

め算をイl用 すると, 十日目に売ったのは(10512-

96× 100)■ (120-96)=38(イ国), 2日 目に売った

のは100-38=62(個 )

俗)① ①
円

明 (交通費)

ェ (入場料 )

健 (乗 杉代 )

豊 (昼食費)

円

1400円

1800円

80円

‐
――__②

4人分の交通費は (600キ 1800)■ (2-|)=

2400(円 )

30イ回

1410円 -90円

1410円

予定

②  十人分の費用は2400+600=3000(円 ),

十人分の入場料は(3000+200)■ 4=800(円 ),

十人分の乗物代は(3000-1400)■ 4=400(円 )

(円の面積〉

□ (I)72度   (2)4 cm

僻 説》 ω 醐×側×帥 ×
ゞ争

=隔殉

→ ア=1570■ 3.14■ 50■ 50× 360=72(度 )

(2)中 の大きさの円の喬積=イ の部分の面積―アの

部分の歯績 =188.4-75.36=H3,04(cm2),

中の大きさの円の半径を回cmと すると,□ ×□

=|13.04■ 3.14=36,6× 6=36よ り,□ =6(cm),

いちばんノ1｀ さい円の半径は(20-6× 2)■ 2=4(cm)

(円 とおうぎ形〉

回 (1)6.28cm2

(2)周 の長さ…41.12cm,面 積…50.24cm2

(3) 250。 24cm2   (4) 23.55cm

《解説》 (1)(求 める面積)=(半径 2 cmの半円)十 (半径 4 cmで

中は角45度 のおうざ形)― (半径 2 cmの半円)=(半

径 4 cmで 中起角45度のおうざ形)=4× 4× 3.14×

=41.12(cm)

0× 3.14×
器

-6× 6×

(10× 10-6× 6)× 3.14×

の図の 分 です。

長方形①～⑤のイロは,

4× 10× 5=200(c m2)

長方形にはさまれたお

うぎ形の中`せ 角の不口は,正五角形の角の大きさの

赤口が540度 より,360× 5-90× 10-540=360(度 )

よって,お うぎ形の諏積のオロは4× 4× 3.14=

50.24(cm2)=>200+50.24=250.24(cm2)

(4)点 0の動いた道のりは,下の図の太線になりま

す。直線部分の長さは,お うざ形の曲線部分AB

の長 さに等 しくなります。

5× 2×帥×器×3=邪駅雨
⑦            ④

盃績…6× 8■ 2+10× |

榊 群
=

(3)円 が菫力いた部分 は,オ

BA A



舛＝　〈
冨

□ (鎌倉～室町時代〉

()① ェ  ② 神奈,11県  ③ 封建制度

《解説》① 地頭は,荘 園や公領ごとに置かれ,年貢の取り

立てなどの しごとを行い ま した。守言覚は,国 ごと

に置かれ,軍事や警容 ,待P家人の統率な どの しご

とを行いました。

② 前ノと年・後三年の役などで,源氏は東国に勢カ

をもっていま した。鎌倉は,二方 をlbに 囲 まれ ,

あとは海 に面 しているため,攻め られに くい地形

になっています。

③ 鎌倉時代,将軍と土地を仲立ちとして主従関係

を結んだ式士 を待P家 人 と#び ま した。

(2)承 久の乱

《解説》 承久の乱は,122+年 におこりました。承久のとし後 ,

京若卜に六波羅探題が置かれたことなどにより,鎌倉

幕府による支配が強まりました。

(3)イ

《解説》 御家人の領地をめ ぐる争いや,イ多P家人の権紳|と 義

務などについて,式士のならわしをまとめました。

わかりやす く現実的な法律 として,そ の後,式士の

法律の手本となりました。

(4)定式

《解説》 後醍醐天隻による定武の新政は,公家を童祝する

政治であつたため,式士の不満が高まり,2年 ほど

でくずれました。

(5)ア

《解説》 室町幕府第 3代将軍足声1義 満のころには,南 )ヒ期

が統一されました。 また,義満は,中国 (明 )と の

間に勘合貿易を始めたことでも知 られています。

(6)ア

《解説》 痣仁の乱は,活軍のあとつざ争いに有力な守護大

タロどうしの争いが結びついておこりました。

(7)ウ

《解説》 浄土真宗のことを一向宗 と守、i〔 ことがありました。

そのため,浄土真宗の信イEPで結びついた人々がおこ

した一揆を一向一揆 といいます。加賀の一向一揆で

は,人 々が守護人老をたお し,100年 述 くも白治を

行いました。

(8)

《解説》 図は,え寇のようすを表 しています。 13世紀後半 ,

2度 にわたつてえ軍がノι州 )ヒ部にお しよせました。

このとき鎌倉幕府の執権であった)ヒ条時点は,作P家

人を壼力員 してこれを遜けました。

B

図 (16～ 17世紀の日本〉

(1)イ

《解説》 鉄砲が初めて伝えられたのは, 543年 です。その

後 ,鉄砲は国内に急速に広 まり,戦国大名に用いら

れました。

(2)フ ランシスコ=ザ ビエル

《解説》 フランシスコ=ザ ビエルは,1549年 に鹿児島に上

陸 し,そ の後 , 1,口 や人分を拠′点として各地で布教

を行いました。

(3)ウ

《解説》 織口信fく は,本拠地 としていた安土成の成下町に

楽市・楽座の伸]を しいて,商工業のア九く展をはかりま

した。

ア.永仁の徒政今は,え寇の後 ,鎌倉幕府が生活に

苦 しむイ多P家人を救おうとして出した法今です。

イ.刀狩は,豊 臣分吉が農民から式番を耳又り上げた

政策です。

工.朝鮮出兵は,中国 (明)を 征月FRし ようとした豊

臣秀吉が朝鮮に兵を送ったことです。

(4)エ

《解説》 繊田信長は,f(篠 の戦いで鉄砲隊を効果的に用い

て式四氏を破 りました。

ア.壇 ノ浦の戦いは,日 85年 ,源頼期の弟である源

義経によつて平氏が減ばされた戦いです。

イ.関 ケ原の戦いは,1600年 ,侮 ,ll家康がg田 二成

ら豊臣方の勢力を破 った戦いです。 この戦いのの

ちにつくられた江戸幕府では,こ の致い以前から

穐サ|キ 氏に従っていた大名を譜代 ,こ の戦い以後に

徳川氏に従った人老をタト様 としました。

ウ.桶狭間の戦いは, 560年 に,織田億長が今,11義

えを破った戦いです。

(5)ア

《解説》 織口信長や豊臣分吉が活曜 した時代には,新興の

大タロや大商人の気風を反映 した,豪幸で雄大な丼lヒ lユJ

文化が栄えました。

(6)太閤検地

《解説》 太閤とは,関 白をやめた人のことです。豊臣秀吉

は全国で同 じ基準によって検地を行ったことから,

この検地を太閤検地 といいます。豊臣秀吉は,太閤

検地や刀狩によって,兵農分離をすすめました。

(7)① 鎖国  ② 五人組

《解説》① 鎖国十,オ ランダとの貿易は長崎の出島にFRつ

て行われました。



団 (幕藩体制のゆらぎ〉

(|)ア

《解説》 生類憐みの今は極端な動物愛護今で,違反すると

童い罰をあたえられることがありました。 また,徳

川綱吉は,人の保護にば く大な費用をイ史いました。

(2)新井白石

《解説》 新井白店は儒学者で,穐川綱吉の時代に混乱 した

政治を戻そうとしました。人々を苦 しめていた生類

憐みの今を廃上 し,貨峰の質を上げたり長崎貿易を

制FRし たりして,物価 を安定させようとしました。

(3)① 徳)lI吉宗  ② ア・ ウ

《解説》 ① 享保の改革を行った徳川吉宗は,江戸幕府第 8

代将軍です。

②イ.商人の力を赤1用 して各地の開発をすすめよう

としたのは田沼意次です。

工.天保の改革について述べています。

オ.参勤交代の制度は,第 3代将軍徳川家光に

よって式家諸法度に加えられました。

(4)ェ

《解説》 江戸幕府では,将軍のもとに常時教人の老中が置

かれ,着年寄の補佐を覧けて実際の政治を行いまし

た。強要な場合には,老中の上に大老が詈ぃかれるこ

ともありました。

(5)天保

《解説》 老中水野恙邦が天保の改革を行う直前に大塩平八

郎が反乱 をおこしました。 こうした社会の混としの中

で,水野忠邦は天保の
=女

単を始め,政治を立て直そ

うとしましたが,失敗に終わりました。

(6)

《解説》 老中松平定信による寛政の改革について述べてい

ます。朱子学は儒学の一派です。江戸幕府は,朱子

学を工統な学問と位置づけていました。

(7)① 大F及  ② イ

《解説》 ① 江戸時代には,東廻り航路や西廻り航路など海

上交通がたいへん発達 しました。これらの統路な

どをかI用 して,諸藩が集めた多くの米が,商業の

中起地である大F及 に運ばれ,お金にかえられまし

た。

② 善光寺がある長野や,1デ勢神官の参拝客でにざ

わった†治山田 (現在は三菫県lア 勢市)な どがP弓

前町 として知 られてい ます。

C

日 〈幕藩体制の崩壊〉

(1)① 関税  ② ウ。オ

《解説》 ① 関税をかけると,寮い輸入品がはいってくるこ

とを防ざ,国 内の産業を守ることができます。

② 日本は,アの毛織杉やイの綿織物などを輸入 し

ました。生糸が大量に綸出されて品不足となり,

1勿価が上昇 して人々の生活が苦 しくなりました。

(2)イ

《解説》 井伊直弼は,開国や幕府の独裁に反対する吉田松

陰や橋本左内らに対 して処罰を行いました。 これを

安政の大獄 といいます。アの渡辺幸rLと ウの高野長

英は,鎖国政策を批判 して,蛮社の獄で処罰されま

した。工の標能忠軟は,正確な日本地図を作成 した

ことで知 られています。

(3)ペ リー

《解説》 ペリーは, 4隻 の軍角監を従えて浦賀沖に来航 しま

した。

(4)ア・ エ

《解説》 日米和井′宅条約でF千弓港されたのは,下田 と函館です。

日米修好通商条約では,函館 ,神奈川 (横浜);茉片

潟,兵庫 (神戸),長崎の 5港が開港されました。

(5)ウ

《解説》 大J文 奉還の直後,工政復せの大号今が出され,天

隻中起の政治に戻すことが宣官されました。

(6)ウ

《解説》 江戸時代から明治時代に不多るときにおこった,旧

幕府軍と新政府軍との戦いをまとめて成晨戦争とい

います。鳥羽・伏見の戦いで始 まり,五稜邦の戦い

で終わりました。

(7)ア

《解説》 坂本竜馬の仲介によって結ばれたこの同盟を薩長

同盟といいます。坂本竜馬は大政奉還の実現にもカ

をつくしました。 しか し,明治時代を見ることな く,

京都でB音殺されました。

(8)BADC

《解説》 日米修攻子通商条約が結ばれたのは1858年 ,日 米赤ロ

井′見条約が結ばれたのは 1854年 ,大政奉還が行われた

のは1867年 ,薩長同盟が結ばれたのは1866年 です。

(9)イ

《解説》 ア.『曽4R崎起中』など優れた人形浄瑠璃の脚本を

著 したのは,逸松門左衛門です。

ウ.『 日本永代蔵』など浮せ草子を考 したのは,井

原西鶴です。

ェ.桃出文化のころ,出 要の同国によって歌舞伎踊

りが始められました。



理

科

(基本問題〉

□ (1)記子…イ %前…ろっ骨

(2)① だ液  ② でん、iそ ん  ③ アミノ酸

(3)胃液  (4)血波

(5)① 光合成  ② 業のでん、iく んをなくすため。

③ 工  ④ イ

(6)大 きくなる。  (7)ウ

(3)① 蒸先く  ② 、S、 っとう

(9)南 中

中O① 直射日光が百葉箱の中に入らないようにするため。

② 日光を反射させるため。

[百茉箱があたたまらないようにするため。]

《解説》 (|)′息を口及うのは,肺が大きく、i、 くらむときです。

このようになるのは, ろっ骨が上がり,横かく膜

が下がつたときです。

(2)①② だ液はでん、Sや んを消化 して糖に変えます。

でん、SRん を多 く、S、 くんでいるごはんやパンな

どを長 くかんでいると甘 く惑 じることがあり

ますが, これは,でん、S｀ んがだ液 と十分混ざ

って糖に変わっているからです。

③ 肉やりPに は,たんぱく質が多く、S、 くまれます。

たんぱくた資は,胃 液 。すい液・小腸の壁の消化

酵素によって消化され,ア ミノ験 となってフト腸

で '及 1又 され ます。 でん、Stん は,だ液 。すい

波 。小月揚の壁の消化酵素によって消化 されてブ

ドウ糖 とな り,脂防は,胆汁 。すい液によつて

消化 されて脂防酸 とグリセリンになり,そ れぞ

れ小腸で'及 lXさ れます。

(5)④ 、S、 入 りの部分は葉緑体がな く,ア ル ミは くで

おびをした部分は日光が当たらないため,そ れ

ぞれ光合成が行われず,でん、Sそ んができません。

(6)水 が水になったときは, もとの水の体積の,約

|.1倍 に堵えています。

(7)ア …水が水にうくのは,同 じ体積あたりの童さ

をレヒベたときに,水よりも氷の方が軽いためです。

イ…ペツトボ トルをこおらせると,液体中の水の

体積が大きくな り,入れ物が破裂することがあり

ます。エー しもば しらは,上 に、S、 くまれる水が ,

温度が下がつてこおり,体積が大きくなるため ,

地盃を持ち上げるようになっています。

(ヒ トのからだ〉

□ (1)消化管  0)オ   O)ウ   は)だ液

6)キ  
“

)ク  0)② と⑤

《解説》ア…口(だ液せん),イ …気管,ウ …肺,エー肝Ll裁 ,

オ…小腸,力 …食道,キ …胃,ク ー人腸 です。

(2)小腸のかべの内根1に あるこのひだを, 柔毛とい

います。このつくりによって,通過する食べ物と、S、

れ合う箇積が大きくなるため,栄養分を効率よく'及

1)(で きるようになっています。

(3)肺 をつくる |つ |つ の小さな部戸至のようなものを

肺月包といいます。肺がこのようなつくりになってい

るのも,小腸と同じように,毛細血管と、i、 れ合う両

積を大きくし,効率よく景体の交換を行うためです。

(6)大腸は,栄奏分が'次 1又 されたあとの食べ物から水

分 を口及収 し,大便 をつ くります。

9)① と③はウの肺,④は図にはかかれていませんが ,

じんれ政のはたらきです。月千臓は, ヒトのからだの中

で一番大きな月
'裁

器で,脂防をこまかくするはたらき

のある胆 汁 をつ くって,月日のうに送ったり,ブ ド

ウ権の一部をグリコーゲンに変えてたくわえていま

す。 また,血液中のアンモニアを,無害な尿素に変

えるはたらきもしています。

《解説》

(デ ンプンより小さな)糖 [麦芽糖]

ブ ドウ糖

c  (4)ゥ

(IX2)口 から入った食べ物は,消化管の中を通って

いろいろな消化酵素と混ざり合い,だんだんに

消化 されていきます。 でん、iや んはだ波・ すい

液・小腸の壁の消化酵素によって,最終的にブ

ドウ糖に変化 し,小腸からとり入れられます。

(3)(4)だ 液は体温 くらいの温度で最 もよくはたらき,

でん、itん をデンプンよリノトさな権 (夫 芽糖,ブ

ドウ糖が 2～ 3分子集 まったもの)に 変化させ

ます。よって,試験管 Cではでん、∫ミんが分解さ

れているので,コ ウ索液の色が変化 しません。

□ (I)

磁)

0)



〈植物の成長とはたらき〉

日 (|)ア ルミは くでおおった部分は

茶かっ色Eヨ ウ素波の色],ア ル

ミはくでおおわなかった部分は

青むらさき色になる。

(2)方の図

(3)日 光  (4)光合成

(5)節管  (6)#'及

《解説》 ()～(4)でん、iく んは,日 光のエネルギーを赤ll用 する,

光合成のはたらきによってできます。 したが

って,ア ルミはくでおおわれていなかった部

分にできていることにな ります。

(5)業 でつ くられたでん、S:ん は,一度水にとけやす

い糖に変わり,水にとけた状態でからだの各部分

に運ばれていきます。

(6)光合成は,日 光の当たる昼間にのみ行われます

が,キロ及は 1口 中行われています。

□ (1)酸衆  (2)気孔  (3)ィ →ェ→ウ→ア

(4)ァ

《解説》 陸上の緑色植物は,オRか ら口及い上げた水と,気孔か

らとり入れられた二酸化炭素を使 って,光合成をおこ

ない,でん、iミ んと駿素をつくり出 しています。 IFく から

'及 い上げた水は道管を,葉 でつ くられた奏分は鰤管を

通 って全身に運ばれます。

□ (|)

鬱)

(4)

(6)

《解説》

葉の緑色がぬける[脱色される]。

力  (3)は たらき…光合成 物質…でん、Sや ん

ェ  (5)Aの 策を入れたびん。

何の処理 もしていない緑色の策で実験 を行 う。

(|)あ たためたエダノールで策の緑色をぬいておく

ことで,ヨ ウ素波による反痣 を見やす くします。

(4)葉 で光合成が行われるには,葉 が緑色であり,

葉の緑色の部分に日光が当たること,原料の水と

二酸化炭素があることが挺妥です。

(5)Bの 策は,びんの中の二酸化炭素がないため ,

光合成が行われません。 Cの葉は,葉に日光が当

たらないため,光合成が行われません。

(6)調べたい条件があるときは,そ の条件だけを変

えた,他の条件がすべて同 じものを用意 します。

これを対照実験 といいます。対照実験 を行 うこと

で結果に関わる条件を正 しく考えることができま

す。例えば,Aと Bでは二酸化炭素が姓要なこと,

Aと Cでは日光が捲女
働なことを調べる対照実験に

なってヽヽます。 これとは別にイ可も処理をしてヽヽな

い策を用意すれば,Eと レヒベることで葉の緑色の

音巨分が捲要なことがわかる対 Rく実験 とな t'ま す。

(水の変化〉

日 (1)a… 0℃  b… 100℃

(2)①…ァ  ②…ウ  ③…イ

(3)水 がとけて水になるために熟が使われるから。

(41 れい下[マ イナス]4℃  (5)ノいさくなる。

(6)ェ  (7)水蒸景が冷やされてできた小さな水滴

《解説》 (1)水 がとけるときや,水が、S、 っとうするときの温

度は決まっていて,氷がとけて水になっている間

や,水が、S、 っとうしている間は,一定の温度のま

ま変わりません。

□ (1)D

《解説》 (I)

(D

(2) ×   (3) F   (4) C

空気中の水蒸気が浴やされて水てきになる変化

です。

砂糖がいったんこげると】1の ものに変化 し,冷

や してももとの砂糖にもどることはないため,図

のような変化ではありません。

ドライアイスは,団体の二酸化炭素です。

水が水 じょう気になる変化です。

僧)

徹)

(天気と気温の変化〉

団 (1)晴 れ  (2)風の強さ(堪 さ) (0エ
(4)① ァ  ② ウ  (5)ウ
(6)天気は、S、 つう,夕 焼けの見える西の方角から変わっ

てくる。夕焼けが見えるのは西の空が口青れているとき

だから。

《解説》 (|)要量が0～ |の ときを快晴,要量が 2～ 8の と

きを口青れ, 9～ 10の ときをくもりとします。 この

ように天員を決めるとき,太陽が出ているかいな

いかは関係ありません。

(4)①  l口 の気温の変化は太陽の高さと関係があり

ます。太陽が高くなるにつれて,少 し遅れて地

筒があたためられ,あ たためられた地面により,

少 し遅れて空景があたためられ氣温が上がりま

す。 したがって,晴れている日は,だんだん気

温が高くなり,正午を過ぎてから最も高くなり

ます。

② 雨の日は,太陽により地面があたためられな

いため,気温もほとんど上がりません。

(5X6)日 本の上空には,へん西風といわれる西風が

、S、 いています。 したがって,要などは西から東

に流されることが多く,天最も西から変わって

いきます。 3枚目の写真で,東京の西の方に要

がないことから,翌 日の天量は靖れであると予

想できます。


