
適 性 検 査 Ⅰ

注 意

１ 問題は １ から ９ までで、２２ページにわたって印刷してあります。

２ 検査時間は４５分で、終わりは午前９時４５分です。

３ 声を出して読んではいけません。

４ 解答はすべて解答用紙にはっきりと記入し、解答用紙だけを提出しなさい。

５ 解答を直すときは、きれいに消してから、新しい解答を書きなさい。

らん

６ 性別・受検番号のみを解答用紙の決められた欄に記入しなさい。

さ い た ま 市 立 浦 和 中 学 校
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１

た ろう

太郎くんのクラスでは、「総合的な学習の時間」に、自然と人間の生活のかかわりについて調べ、

新聞の形にまとめ、発表することになりました。
はん

そこで、太郎くんたちの班は、生活に関係深い「水」について調べることにしました。

次の文章は、太郎くんたちが見つけた水について書かれた文章です。これを読んで、問１～問４に答

えなさい。

じ っ し

� 「生活していくために必要なものはなにか」というアンケート調査を東京都内の高校生に実施した
けいたい

ところ、その結果は第１位がお金、第２位が携帯電話、第３位が電気だった。たしかにどれも便利な
しょうちょう

ものだが、お金と機械が上位にあがるあたりは都会の生活を象徴しているといえるだろうか。

＜段落�～�は問１にあります＞

� では、水を大切にするとは、具体的にはどのようにしたらよいのだろうか。

� 初めに思いつくのは、節水をすることだ。日本人１人あたりの生活用水使用量は１日あたりおよそ
うちわけ

３２０リットルといわれている。２リットルのペットボトルにして約１６０本だ。また、その内訳は、
ふ ろ すい じ せんたく せんめん

お風呂が２４％、トイレが２８％、炊事、洗濯、洗面と続いていく。この量は１９６５年に比べて、
すいせん ふきゅう は みが

約２倍に増えている。水洗トイレの普及などが原因と考えられるが、歯磨きの時に水を出しっぱなし
よくそう せんたく せんしゃ

にしないようにしたり、浴槽のお湯を洗濯や洗車に使用したりするだけで、１９６５年当時の生活用

水使用量まで減少することができる。それでもまだ１６０リットルである。５０リットル以下の生活

用水しか使用できない国が世界中に５５カ国もあり、３０リットル以下の国が３８カ国、それどころ
ち いき じゃぐち あ し

か、安全な水の確保に苦しむ国や地域も多いという現状を考えれば、蛇口の開け閉めをこまめに行う
かんたん

ことや水をためて使うことなど、簡単にできる節水は今や地球人としての義務とも言えるだろう。ち

なみに、いろいろな学者の研究による「人間らしい生活を営むことができる最低限度の水」の量は１

日５０リットルといわれている。

さら

� 節水について更に考えられるのは、雨水を利用する手立てである。これは個人でも少しであれば植
せんしゃ き

物への水やり、多くためれば洗車に使用するなど、水道水の節約につなげられるが、もっと大きな規
ぼ た

模で節水の工夫が始まっている。例えば、東京ドームでは屋根の上に溜まった雨水を客席の下にある
せんじょう

タンクに集め、トイレの洗浄水や消防用水として活用している。

はいすい さいたま はいすい じょうか

� また、排水の再利用も始まっている。埼玉スタジアム２００２には建物の中で排水を浄化し再利用
まくはり はん い しょ り しょ り

するシステムがあり、千葉県の幕張新都心地区では広い範囲で下水処理場の処理水や工業用水の再利

用をしている。

なら き はな

� もう一つ、水の問題と並べられることは少ないが、水の節約と切り離せない我々の課題がある。そ
しょくりょう しょくりょう

れは、食糧の問題である。日本は大量の食糧を輸入している。食べ物を育てるには水が必要だ。だか
われわれ か そうすい

ら、我々は大量の水を輸入しているとも言えるのである。この水はバーチャルウォーター（仮想水）
よ えさ か ちく

と呼ばれている。植物を育てるためには水がいる。この植物を餌とする家畜を育てるためにはさらに
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およ

水が必要だ。ある試算では牛丼１杯を作るためのバーチャルウォーターは約９２００リットルにも及

ぶ。前述した日本人の１日の生活用水使用量から考えると、約２９日分の水が１杯の牛丼にかかって

いる。

しょくりょう

� 実は水の最大の使い道は食糧生産なのだ。育てるための水や作るための水はまだ理解ができるが、
はい き

年間約２２００万トンもの食品廃棄物の出る日本は世界に対してどんないいわけができるというのだ
む だ ひ はん

ろう。日本は世界中の水をかき集め、無駄にしている。そんな批判をされないよう、残飯を出さない
へんかん

努力、残飯を出さないライフスタイルへの変換こそ、自然のバランスを大切にしなければならない、
われわれ

今の我々の課題といえるだろう。

おんだん か ちょ

� 地球温暖化の問題について『不都合な真実』を書いたアメリカの元副大統領アル・ゴアは、その著
しょ おんだん か

書の中でこう述べている。「温暖化を引き起こしているのは、私たちにコントロールできない自然の
いんせき しょうとつ

力ではありません。隕石が衝突したわけでもなく、地球が太陽に近づいているわけでもありません。

この問題を起こしている大きな原因は人間です。ですから、その問題を解決するのは私たちの A

なのです。」と。また、こうも述べている。「私たちは、自らの民主主義に基づいて、わが地球を守
ほうりつ

るための法律を作るよう、みんなで行動を起こさなくてはなりません。なぜなら、行
�

動
�

せ
�

ず
�

に
�

い
�

る
�

と
よ ゆう

いう余裕はないからです。」と。

問１ 次のア～キは、段落�～�にあたります。段落�～�にあてはまるものを、ア～キの中から選び、
ア～キの記号で答えなさい。

ア これでは、アンケートの答えとして「水」が上位に上がってこないのが当たり前のように思われる
こうすいりょう わ

かもしれないが、資料（ａ）を見てほしい。降水量を人口で割ってみると、意外な数字が表れてく
こうすいりょう

る。このように、降水量が多いからと言って１人あたりが使える水の量も多いとは限らないのだ。
む えん

この点においても、水と人口の増加は無縁ではない。

ばくはつ かんきょう えいきょう およ

イ さらに、技術だけでなく、爆発的な人口の増加も水をはじめとする地球の環境に大きな影響を及ぼ
じゅんかん

している。地球を循環する水の量のバランスがとれていることは前述したが、１人ひとりの人間の体
あせ にょう

を見ても、１日に体から出ていく水の量は、汗や尿など約２．３リットル。逆に体に取り入れている

水分の量も飲み物や食べ物により約２．３リットル。体の６０％～７０％が水分といわれる人間の体
い じ

も、バランスを保ちながら生命を維持しているといえる。ところが、資料（ｂ）を見て、「自然なバ
じゅんかん こ い か きょうぞん

ランス」を感じる人はいないだろう。人間が水の循環を超えて、言い換えれば、他の生命との共存を
む し

無視して生きていくことは不可能なのだ。

ち いき

ウ しかし、地上の水の量は地域によって大きな差がある。たとえば、太平洋のミクロネシアにあるヤ
ふ さ ばく

ップ島では、１年間に約３０００ミリも雨が降るのに対して、南米チリのアタカマ砂漠では１度も雨
ふ さ ばく じゅんかん こ りつ ち いき さ ばく ふ

が降らない年がある。ただし、砂漠は水の循環から孤立した地域ではなく、砂漠に近い高山帯に降っ
さ ばく さ ばく じょうはつ

た雨が砂漠の地下水となり、砂漠から蒸発しているのだ。
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段落ａの次に段落ｂを述べ、

くわ

段落ｂの内容をさらに詳しく段落ｃと段落ｄで述べるが、

なら

段落ｃと段落ｄは２つの内容が並んだ述べ方である。

次に新たな話題の段落ｅを述べる。

じょうきょう かくにん じょうはつ

エ 初めに水をとりまく状況を確認しよう。地上から蒸発する水の量は約４９６兆トン、雨や雪となっ
ふ そそ しゅうし

て地上に降り注ぐ水の量はこれもまた約４９６兆トンで、収支はゼロになっている。この数字は地球
たんじょう ぜつみょう

上に生物が誕生して以来、変わっていないという。自然は絶妙なバランスの上に成り立っているとい

えるだろう。

じょうきょう こうすいりょう

オ 次は日本の状況を見てみることにしよう。世界の１年の平均降水量は約９００ミリであるのに比
こうすいりょう こうすいりょう

べて、日本の１年の平均降水量は約１７００ミリ。つまり、日本では世界の平均の約２倍もの降水量
ふきゅう

があるのだ。もちろん、水道の普及率も高い。

さ ばく ち

カ これも地球全体を見ると、「バランス」といえるだろう。ところが、現在、砂漠化が進んでいる地
いき およ おびや こうすいりょう

域は、地球上の陸地の３分の１にも及び、９億人もの生活が脅かされている。これは降水量の減少な
ばっさい じん い てき

ど、自然的な原因によるものに加え、森林伐採などの人為的な原因によるものが増え、年々大きな問
かんがい われわれ われわれ

題となっている。また、今まで灌漑
※

は我々人間の生活の向上に役立ってきたが、現在の我々の技術は
ひ あ

自然による水の流れを変えることもできてしまう。その結果、川や湖の水が干上がってしまうという
おそ

恐ろしい事態も起きている。

じゃぐち

キ 水道の蛇口をひねれば、当たり前のように安全な水が出てくる私たちの社会では、あまり水の大切
われわれ は かい えいきょう およ

さや重要さを感じることができない。また、我々人間による自然破壊の影響が水に及んでいると言わ
じゃぐち にご われわれ

れても、蛇口から出てくる水が急に濁るわけではなく、我々に責任があることは理解できるが、今ひ
われわれ

とつぴんとこないのが実情だ。我々は水に関する問題にどのように向き合えばよいのだろうか。

かんがい

※灌漑：水を川や湖などから引いてきて農地をうるおすこと。

問２ 段落⑩～⑭について、段落と段落の関係をよく考えて、筆者の話の進め方が最もよく表されてい

る図になるように、例を参考に段落番号を で囲んで示しなさい。

だだし、解答は、解答用紙の段落番号を で囲むだけでよい。

例

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

問３ アの段落に中には「資料（ａ）」、イの段落の中には「資料（ｂ）」という言葉があります。これら
そ

の資料は、それぞれの段落に添えてあると、より筆者の話の進め方に役立つと考えられる資料です。

（ａ）にあてはまる資料を次の（１）～（４）から選び、その番号を答え、その理由を３０～４０

字程度で答えなさい。また、（ｂ）にあてはまる資料を次の（１）～（４）から選び、その番号を

答えなさい。
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年間平均降水量（mm/年） 人口１人当たり降水量（m3/年/人）
1,000 10,000 20,000 30,000

194,705460
173,697522
26,697760

11,413100
9,8472,360

7,086750
5,141660
5,1501,714
5,2491,000
4,1091,170
4,4181,064

22,881973

オーストラリア

カ ナ ダ

アメリカ合衆国

サウジアラビア

フ ィ リ ピ ン

フ ラ ン ス

中 国

日 本

イ タ リ ア

イ ン ド

イ ギ リ ス

世 界

0 50,000 100,000 150,000 200,000050010001500200025003000

人口一人当たり年降水総量・水資源量（m/人•年）3降水量（mm/年）

人口一人当たり年降水総量
人口一人当たり水資源量

カ ナ ダ
ニュージーランド
オーストラリア
スウェーデン
インドネシア
アメリカ合衆国
オーストリア
ル ー マ ニ ア
世 界
ス イ ス
タ イ
フ ィ リ ピ ン
フ ラ ン ス
日 本
ス ペ イ ン
イ ギ リ ス
中 国
イ ラ ン
イ ン ド
エ ジ プ ト
サウジアラビア

174,01694,353537
1,732

534
624

736

637
880

1,537
1,622

2,348
867

636

627
228

1,083
51
59

1,718

1,220

1,110

2,702

123,98786,554
216,16225,708

31,75019,679
24,26613,381
25,02210,837
11,5199,616
6,7729,445
19,8649,202
8,8517,462
13,2546,527
9,3106,332
8,0693,439
5,1073,332
8,0612,794
4,9692,465
4,6932,259
5,3431,955
3,5271,880
757859
6,232118

農耕·牧畜始まる

産業革命始まる

四大古代文明の発展

2050 年 92 億人（予測）

2006 年 67億人

1999 年 60億人

1987 年 50億人

1950 年 25億人

ヨーロッパで
ペスト大流行

10数万年前
人類（ホモ・サピエンス）誕生

世界人口の推移（推計値）

21世紀20世紀

03000 500 1000 1500 20008000

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10
5
0

（億人）
（年）紀元前＜＞紀元後

日本の人口増加 世界の人口増加
200019001800170016002000'800'600'4001000 年

50

40

30

20

10

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
億人

億人

（１）

（国土交通省水資源部資料より）

（２）

（水資源協会の資料より）

（３）

（国連人口部の資料より）

（４）

（「環境白書」より）
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問４ 段落�の A に入る言葉として最もふさわしい言葉を考えるとき、その言葉のある段落はど

れですか。�～�の番号あるいはア～キの記号で答えなさい。

２

はん

太郎くんの班では、１ の文章をもとに、水に関する新聞記事を書くことにしました。

初めに、１ の文章を要約し、短くすることにしました。

次の文章は、太郎くんが要約した文章です。これを読んで、問１～問４に答えなさい。

太郎くんが要約した文章

ち いき

世界的に見て、水不足や安全な水の確保に苦しむ地域は多いが、雨も多く、水道設備も整っている
きゅうげき おんだん か さ ばく

私たち日本人には実感しにくい。� 急激な人口の増加や温暖化、砂漠化などもその一因となってい
は かい

るようだ。� さらに、私たちの生活を向上させるための工夫が自然を破壊していることすらある。
じょうきょう かんたん

そのような状況の中、私たちは日常でも簡単にできる節水や雨水の利用を考え、 B の使用量
さくげん

削減を目指さなければならない。
しょくりょう たよ しょくりょう わす しょくりょう

また、多くの食糧を輸入に頼る私たちにとっては、 食糧と水の関係も忘れてはならない。 食糧を
しょくりょう

作り出すためにも水が必要なのだ。 食糧を輸入することは世界中から水を輸入していることにもな
しょくりょう む だ

る。� 食べ残しなど、 食糧の無駄をなくすことは節水にもつながる。
こわ き き む だ

自然のバランスを壊しているのは、自然ではなく、人間である。今ある危機を知り、無駄づかいを

なくす行動をとることが、現代に生きる私たちにとって大切なことである。�

やくわり

問１ 「太郎くんが要約した文章」の中で、次のア～ウの役割を果たしている文はどの文ですか。ア～

ウにあてはまる文を、下線の引いてある�～�の中からそれぞれ１つずつ選び、�～�の番号で答
えなさい。

すいそく

ア 筆者の推測や伝聞を表している文

イ 筆者の出来事に対する解説を表している文

ウ 筆者の出来事に対する感想を表している文

問２ この「太郎くんが要約した文章」を新聞記事の本文にした場合、見出しとリード記事※の組み合

わせとして最もふさわしいものは次のア～エのどれですか。ア～エの中から１つ選び、ア～エの記

号で答えなさい。

※ リード記事：新聞記事のあらましを書いた前書き。見出しと、本文の間にある。
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見出し リード記事

ア
「具体的な節水の方法」

かんきょう

環境問題について学習する機会は小学校でも多かったが、様々な節

水の方法を手に入れた。身近で、すぐにでもできる節水とは…。

イ

なや

「水不足に悩む地域」
かんきょう

環境問題について学習する機会は小学校でも多かったが、水不足に
なや ち いき

悩む国や安全な水の確保に苦しむ地域についてさらに調べた。その現

状とは…。

ウ

おんだん か

「進む、地球温暖化」
かんきょう

環境問題について学習する機会は小学校でも多かったが、なかなか
おんだん か たいさく たいさく

歯止めのかからない地球温暖化対策についてまとめた。その対策とは

…。

エ
「新たな節水の方法」

かんきょう

環境問題について学習する機会は小学校でも多かったが、節水に関

する新たな考え方を発見。水と食べ物の関係とは…。

はん

問３ 太郎くんの班では読み手にわかりやすくするための工夫として、「太郎くんが要約した文章」中

の B について、用語解説を入れることにしました。 B にあてはまる語句を、１ の太郎
さが

くんたちが見つけた水について書かれた文章から探し、その語句を書きなさい。

用語解説「 B 」について

せんたく ふ ろ そう じ すいせん およ

飲料水、調理、洗濯、風呂、掃除、水洗トイレ、散水等の家庭用水及び飲食店、デパート、ホテル、
ふんすい こうしゅう

プール等の営業用水、事務所等の事業所用水、噴水、公衆トイレ等の公共用水、消火用水等の都市
そうしょう

活動用水として使われている水の総称。

３

はん けいさい し てん

太郎くんと同じ班の花子さんは、新聞に掲載する読み物として、自然と人間との関わりに視点を当

てて書かれた、星野道夫作『アラスカ 風のような物語』の一部を用意しました。

これを読んで、問１～問６に答えなさい。

花子さんが用意した『アラスカ 風のような物語』の一部

なつ

１９９０年、秋。本当に久しぶりにシシュマレフ村にやってきた。ベーリング海に浮かぶ、懐かし

い海岸エスキモーの村。自分とアラスカとの出会いはこの村から始まったのだから……。あれからも

う２０年が過ぎようとしている。

「アルスィ、昔とちっとも変わらないじゃないか」
しら が

「何を言っている！ もうこんなに白髪が生えてしまったよ」
ぼく よ

昔、僕のことをエスキモーボーイと呼んでいたウェイオワナ家の大好きなおばあさん、アルスィ。

星野道夫作『アラスカ 風のような物語』

小学館文庫Ｐ２３３ページ１５行目から２５０ページ１２行目の文章による
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ぼく

１８年前、この村を去る時、アルスィはアザラシやクズリ＊１の毛皮で作ったエスキモーパーカを僕
たからもの にお なつ

にくれた。それは自分にとって本当の宝物になった。匂いを臭げば、いつもあの懐かしい夏とアルスィ
おも

を想い出すことができた。
もど いっしょ

その後再びアラスカに戻ってからも、冬の旅は、いつもこのパーカが一緒だった。アザラシやクズ
あたた あたた

リの暖かさと、アルスィの暖かさがあった。
ぼく しゅうぜん

しかし長い年月で、すっかりパーカはほころびていた。僕はどうしても修繕してほしく、シシュマ

レフ村に持ってきていたのである。

「アルスィ、これ直るかな？」
さわ

しばらくパーカのあちこちを触った後、アルスィは眼鏡をずらしながら言った。

「これはもうだめだよ。皮がすっかり古くなっている。新しいのを作らなければ……」
ほほ え

おじいさんのアレックスがそばで微笑んでいた。

うれしかったのはクリフォードが元気でいたこと。酒もあまり飲まなくなったという。アンカレジ

の空港で会った時の心配は、少し消えた。トナカイの放牧もうまくいっているらしい。
おく ふうとう

夜になり、奥さんのシュアリィが一通の古ぼけた封筒を持ってきた。

「ミチオ、これ覚えてる？」
ふうとう あ

変色した封筒を開け、信じられぬまま手紙を開いた。それは２０年近く前、自分がこの村に宛てた

手紙だった。
ぼく

「……僕は日本の学生でホシノ・ミチオといいます。本の中であなたの村の写真を見ました。村の生
たず だれ

活にとても興味があります。訪ねたいと思っているのですが、誰も知りません。仕事は何でもします

から、どこかの家においてもらえないでしょうか。……返事を待ってます」
わす

色あせた手紙の中に、すっかり忘れていた遠い昔の自分がいた。
さい ころ あこが

１８歳の頃だった。北方の自然に憧れていた。シベリアでもアラスカでも、北海道でもよかったの
たく ばく あこが

かもしれない。子どもが夢を託すような、説明のつかない、漠然とした憧れだった。
せんもんてん さつ

ある日、神田古本屋街の洋書専門店で見つけた一冊のアラスカの写真集。次のページの写真がめく
ぼく よ つ

る前にわかるほど、僕はこの本を読み尽くしてゆく。アラスカに関する情報がなかった当時、その本

が、自分の夢と現実をつなぎとめていた。
くうさつ しず

その中に小さなエスキモーの村の空撮の写真があった。夕陽がベーリング海に沈もうとする、逆光
ぼく ひ こうりょう

のいい写真だった。僕はこの写真の持つ不思議な光線に魅かれていた。そして、どうしてこんな荒涼
うば

とした場所に人間の生活があるのかと、写真の持つ背景に心を奪われていった。
たず

この村を訪ねてみたいと思った。写真のキャプション＊２に Shishmaref と書いてある。地図の中に
たず

その文字を見つけた。しかし、訪ねようにも方法がわからない。手紙を書こうにも住所がわからない。

辞書でmayor という単語を見つけた。“代表者”……きっと村長のような意味だ。これでいこう。

ほにゅう
＊１クズリ：アメリカ合衆国、カナダ、ロシア北部に生息する体長６５～１０５cm程のイタチ科の哺乳動物

＊２キャプション：写真や図版などを説明する文章

― 7 ―



Mayor

Shishmaref

Alaska U.S.A

ぼく わす

それから半年がたち、何の返事もないまま、僕は手紙を出したことさえ忘れかけていた。ある日、
ゆうびん ふうとう

家のポストに、外国郵便の封筒が落とされた。

Clifford Weyiouanna

Shishmaref

Alaska
あこが

遠いアラスカがすぐそこで、自分の憧れを受け止めていた。

そしてこの村で過ごした１９７１年の夏。
ぼく

この旅は、僕にひとつのことを教えてくれた。それは、こんな地の果てと思っていた場所にも人の
く ひ

生活があるというあたり前のことだった。人の暮らし、生きる様の多様性に魅かれていった。どんな
こと かんきょう く

民族であれ、どれだけ異なる環境で暮らそうと、人間はある共通する一点で何も変わらない。それは、

だれもがたった一度のかけがえのない一生を生きるということだ。世界はそのような無数の点で成り
だ

立っているということだ。シシュマレフ村でのひと夏は、時がたつにつれ、そんな思いを自分に抱か

せた。
とつぜん みじゅく なつ

突然見せられた１８年前の手紙。それは未熟ではあるが、たまらなく懐かしい昔の自分と出会わせ

てくれた。
はま ゆ う ぐ さい まごむすめ はま

波が打ち寄せる浜に出た。あの夏、毎日夕暮れになると、三歳の孫娘ティナを連れて、この浜でベ

ーリング海の波の音を聞いた。もう一度ここに帰ってこれるとは、きっと思っていなかった。
は た ち ころ

そのティナは今年でもう２０歳、あの頃の自分の年になっている。あんなに小さかったのに、今は

シシュマレフ村の学校で子どもたちの給食を作りながら働いていた。

長い年月がたっていた。自分もさまざまな旅をした。そして今、アルスィやティナの住むこの同じ

アラスカに自分は根を下ろそうとしている。人の出会いの不思議さを思った。
ふ だ だ

なぜなら新しい一歩を踏み出そうとしている今、かつてアラスカの旅の一歩を踏み出したこの村に、
もど

自分は再び戻ってきているのだった。
とど

１２月、アルスィの作ってくれる新しいパーカがフェアバンクスに届くことになっている。

初冬のある日。
ぼく こし

やっと半分できあがった家の前で、僕は一人で腰を下ろしていた。短い冬の陽が遠いアラスカ山脈
しず ひ し

に沈もうとしている。気温はマイナス２０度ぐらいか。ピーンと引き締まった大気が気持ちいい。ど

こからか、アカリスの鳴き声が聞こえてくる。
ころ しん

初めてこの土地にやってきた頃、こんなふうに風景は見えなかった。まわりにそびえるトウヒの針
ようじゅ だ やま な おだ

葉樹も、氷河を抱いた遠くの山並みも、今は何か穏やかだ。数年のつもりだったアラスカの旅はいつ
ぼく

の間にか１０年が過ぎ、僕はこの土地に家を建てようとしている。
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か と き むか

アラスカは今、大きな過渡期を迎えている。きっと、人間がそうなのかもしれない。何も止まって
く

はいないように、人の暮らしもアラスカの自然も変わってゆくだろう。
はな

何かを求めて、この北の果てにやってきたさまざまな人々。より便利な、より快適な生活を離れ、

原野に生きていく者。この自然を開発してゆこうとする人たち、守ってゆこうとする人たち。さまざ
かか

まな問題を抱えながら、急速に近代化してゆくエスキモー、インディアン……。
だれ く さが せんたく

しかし、誰もがそれぞれのより良い暮らしを探して生きている。その中で人々がどんな選択をして
えが

ゆくのか、自分の目で見てゆきたい。これまで出会った人々がどんな地図を描いて生きてゆくのか、
む えん

やはり知りたいと思う。それはどこかで自分と無縁ではないからだ。
ろう ば かのじょ ふ

あるエスキモーの老婆と秋のツンドラで過ごした日のことを覚えている。彼女は土を踏みしめなが
あな さが よ

らネズミの穴を探していた。冬に備え、ネズミはエスキモーポテトと呼ばれる小指ほどの植物の根を
あな ほ お かたまり ろう ば

貯えているらしい。穴を掘り起こすと、本当にひと塊のエスキモーポテトが見つかった。老婆はそれ
ひ もの あな おお

を半分だけとると、持ってきたドライフィッシュ（魚の干物）を代わりに入れ、再び穴を土で覆った。
き ぼく ろう ば

「どうして」と訊く僕を、老婆はそんなこともわからないのかというように見つめ返した。 �
から あ あや

それはさまざまなことを語りかけてくる。絡み合う生命の綾に生かされている人々。しかし考えて
ぼく

みれば僕たちだって同じなのだ。ただそれがとても見えにくい社会なのかもしれない。
ちゅう ま もり

しぶきを上げ、海面から宙に舞うクジラが自然ならば、そのクジラに銛をうつエスキモーの人々の
く ざんこく きず

暮らしもまた自然なのだ。美しいのも、残酷なのも、そして小さなことから大きく傷ついていくのも
もろ

自然なのだ。自然は強くて脆い。

人は、なぜ自然に目を向けるのだろう。アラスカの原野を歩く一頭のグリズリーから、マイナス５０
ぼく はな

度の寒気の中でさえずる一羽のシジュウカラから、どうして僕たちは目を離せないのだろうか。それ
かれ

はきっと、そのクマや小鳥を見つめながら、無意識のうちに、彼らの生命を通して自分の生命を見て

いるからなのかもしれない。自然に対する興味の行きつく果ては、自分自身の生命、生きていること

の不思議さに他ならないからだ。
ぼく かんきょう

僕たちが生きてゆくための環境には、人間をとりまく生物の多様性が大切なのだろう。オオカミの
はいかい そんざい

徘徊する世界がどこかに存在すると意識できること……。それは想像力という見えない豊かさをもた
ぼく だれ

らし、僕たちが誰なのか、今どこにいるのかを教え続けてくれるような気がするのだ。
けいかい かぶ

少し寒くなってきた。アカリスの警戒音はまだ聞こえている。雪を被ったトウヒの木々を見上げて

も、どこにいるのかわからない。

これから長い冬が始まる。

問１ 下の で囲まれた文は、花子さんが用意した星野道夫作『アラスカ 風のような物語』の
さが

一部です。下の で囲まれた文は、本文のどこに入りますか。入る段落を探し、その段落の

初めの３字を書きなさい。
く ふく

自然とは人間の暮らしの外にあるのではなく、人間の営みさえ含めてのものだと思う。
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問２ 花子さんが用意した星野道夫作『アラスカ 風のような物語』の一部の文中の下線①について、
くうらん

花子さんは次のように説明しました。「花子さんが説明した文」の空欄 Ａ と Ｂ にふさ
さが

わしい言葉を、１ の太郎くんたちが図書館で見つけた「水について書かれた文章」から探しなさ

い。 Ａ には５字の言葉が、 Ｂ には２字の言葉が入ります。 Ａ と Ｂ に入る言

葉を書きなさい。

花子さんが説明した文

ろう ば あな

この老婆は、自分に必要な「エスキモーポテト」をネズミの穴からもらう変わりに、持ってきた「ド
あな

ライフィッシュ」を穴の中に入れました。このことは、さまざまな自然の営みの中で人間が生きてい
かくにん

ることを筆者に再確認させました。人間は Ａ を目指し、技術を進歩させてきましたが、人間だ
めぐ さっかく おちい ろう ば

けが自然の恵みを受け続けられるような錯覚に陥っているのではないでしょうか。この老婆の行動は、

人間が自然界の一員として他の生命と Ｂ していて、地球上のすべての生命が他の生命に深く関
ろう ば

わって生かされているという、大自然の法則を老婆が自覚していることを表しています。

問３ 花子さんが、先生にお見せするため文を見直したところ、「花子さんが説明した文」の中に漢字
ま ちが ふく じゅくご

の間違いがありました。その文字を正しく直したときに使われる漢字を含んだ熟語を、次のア～エ

の中から１つ選び、ア～エの記号で答えなさい。

ふく じゅくご

正しい漢字を含んだ熟語

ア 方位角 イ 連係 ウ 食事代 エ 側道

星野道夫さんの文章と、問２の「花子さんが説明した文」について、花子さんは先生と次のような

会話をしました。

この会話を読んで、問４～問５に答えなさい。

花子さんと先生の会話

ふく

先生：花子さん、とてもいい説明だね。水を含めた自然と人間のつながりについて、先生も考えさせ

られたよ。
しょうかい

花子：太郎くんが紹介してくれた、水に関する文章の中にも「自然のバランス」という言葉がありま

した。
の

先生：そうだね。ところで、新聞にこの文章を載せるという話だが、長いので全部は無理そうだね。

どこか、話の区切りは見つかるかい？

花子：はい。 � という言葉から始まる段落からうしろを後半として、後半を載せてもらうよう

にします。

先生：それがいい。もう一つ、この作品は『アラスカ 風のような物語』という名前だけれど、新聞
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しょうかい

の中で紹介する文章には別のタイトルをつけた方がよいと思うよ。

花子：記事の名前という意味ですね。わたしは、この読み物を読んだ人に、人間と自然とのつながり
ふく

を想像してほしいと思います。だから、人間も含めた自然を大切にすることを考えるようなタ

イトルがいいですね。本文の中にある � はどうでしょうか。

先生：花子さんは準備がいいね。新聞の完成までもう少しがんばろう。

くうらん

問４ 花子さんと先生の会話の中で、空欄 � には、文章を前半と後半に分けたとき、後半の始ま
くうらん

る段落の初めの３字が入ります。空欄 � にあてはまるものを、花子さんが用意した星野道夫
さが

作『アラスカ 風のような物語』の一部から探し、書きなさい。

くうらん

問５ 花子さんと先生の会話の中で、空欄 � には、この記事にふさわしいタイトルが入ります。
くうらん

空欄 � にあてはまるものを、花子さんの立場に立って、花子さんが用意した星野道夫作『ア
さが

ラスカ 風のような物語』の一部から探し、１０字以内で書きなさい。

４

はん

太郎くんの班では、水についてさらに学習するため、さいたま市水道局職員の方に電話で質問をし

ました。そして、そのお礼に手紙を書くことにしました。

これについて、問１～問３に答えなさい。

問１ 次のア～キは、太郎くんが書いた「お礼の手紙」です。下の図は手紙全体の構成図です。「手紙

全体の構成図」の�～�に入る言葉や文をア～キの中からそれぞれ１つ選び、ア～キの記号で答え
なさい。ただし、ア～キの言葉や文は、実際にはたて書きとします。

ア：○○小学校六年一組

浦和 太郎
あて

イ：さいたま市水道局宛

ウ：また、図書館などで調べてみると、世界には生活するための水が足りないところや安全な水が手
ち いき

に入りにくい地域がたくさんあることがわかりました。

エ：こんにちは。先日お電話をいたしました○○小学校六年一組の浦和太郎です。急なお願いにもか

かわらず、ていねいに説明してくださり、とても勉強になりました。ありがとうございました。

オ：毎日の水の管理がとても大変だということもわかりました。お体に気をつけてお仕事がんばって
せいいっぱい

ください。私たちも勉強やクラブ活動を精一杯がんばります。本当にありがとうございました。

カ：さいたま市水道局の方のお話の中に、何度も出てきた「安全な水」という言葉が印象に残ってい
じゃぐち

ます。クラスでの発表の後、同じクラスの友達も水道の蛇口をひねるときに、水道局の方の話を

思い出すと話していました。

キ：平成二十年一月十九日
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手紙全体の構成図

� � � � � � �
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ま ちが か しょ

問２ 太郎くんがこの手紙を見直してみると、ア～キの中に、手紙の書き方として間違っている箇所が
ま ちが か しょ

１つありました。間違っている箇所を言葉で書き出し、正しく直したものを書きなさい。

はん

太郎くんは、同じ班の花子さんと先生に下書きの手紙を読んでもらい、清書することにしました。

先生と花子さんからは、次のようなアドバイスをもらいました。

先生と花子さんからのアドバイス

先生：太郎くん、とてもしっかり書けたね。お礼の手紙はただ「ありがとうございます」という言葉

だけではなく、何に感謝しているのかを具体的に書く必要があるよ。
こと ば

太郎くんの手紙には、お話を聞いて学んだことや印象に残っていることが書いてあるね。言葉
つか

遣いもていねいだから、あとは A といいよ。

花子：先生のおっしゃるとおりだわ。太郎くんのふだんのノートを見ていると心配だもの。それから、

感謝の気持ちをこめて、 B ことにしたらどうかしら。

先生：それはいいね。
ついしん ぼく

太郎：そうですね。追伸として「僕たちが作成した新聞です。読んでください。」と書き加えておき

ます。

くうらん

問３ 「先生と花子さんからのアドバイス」の中で、空欄 Ａ と Ｂ にふさわしい言葉は何で

すか。 Ａ と Ｂ に入る言葉を書きなさい。
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①

② さいたま市

③

④

５

はん

花子さんの班では、「総合的な学習の時間」に、さいたま市のことを調べて、発表することにしま

した。

はん はんいん

花子さんや、花子さんと同じ班の班員の発表について、問１～問５に答えなさい。

げんこう

問１ 次の「発表原稿１」は、花子さんが発表で使ったものです。また、「パネル１」は、花子さんが
げんこう

発表のときに使った地図です。花子さんが使った「発表原稿１」の、�～�にあてはまる市町名を
書きなさい。

げんこう

発表原稿１

けん

わたしは、さいたま市の位置について調べました。さいたま市は、東京から２０～４０km圏の関
こしがや

東平野のほぼ中央に位置し、周囲がすべて他の市や町とつながっています。東は（ � ）市・越谷
し あさ か し わらびし あげ お し

市、西は（ � ）市・富士見市・志木市・朝霞市、南は（ � ）市・蕨市・戸田市、北は上尾市
はす だ し

・蓮田市・（ � ）町に接しています。合わせて１２の市や町に接しています。

パネル１
と ま

さいたま市を取り巻く市や町の地図

― 13 ―



代
用
水

代
用
水

だ
い
よ
う

す
い

星川

星川

ほし

西べり

代
用
水
東
べり

元
荒
川

古
利
根
川

綾
瀬
川

芝
川

通船堀

江
戸
川

ふ
る

と

ね

も
と
あ
ら

つうせんぼり

あ
や

し
ば

せ

え

ど

取り入れ口

げんこう はん はんいん

問２ 次の「発表原稿２」は、花子さんと同じ班の班員Aさんが発表で使ったものです。また、「パ
はんいん はんいん げんこう

ネル２」は、班員Aさんが発表のときに使った図です。班員Aさんが使った「発表原稿２」の、
だいようすい

�～�にあてはまる代用水や川の名前を書きなさい。

げんこう

発表原稿２

え ど だいようすい

わたしは、さいたま市を流れる川を調べていくうちに、江戸時代に引かれた「（ � ）代用水」に

興味をもちました。これは埼玉県北部を流れる（ � ）川から水を取り入れ、さいたま市内では東
しばかわ だいようすい しばかわ

べりと西べりに分かれています。これらのほぼ中央に芝川が流れています。代用水西べりは芝川へ、
だいようすい く

芝川は（ � ）川に合流します。この代用水ができたことによって、当時の村人の暮らしは大きく

変わりました。

パネル２

さいたま市に流れる川を説明する図

はんいん く

問３ 先生が、班員Aさんの発表内容を聞いて、「代用水ができたことによって、当時の村人の暮ら

しがどう変わったかを加えると、よりよい発表になりますよ。」とアドバイスをしてくれました。
はんいん く はんいん

班員Aさんは、村人の暮らしの変化をまとめました。班員Aさんがまとめたア～エの中から正

しくないものを１つ選び、ア～エの記号で答えなさい。

ア 代用水がつくられ、広いため池は新しい田にかわり、代用水のまわりの村々では、新しい田をも

つことができて、米がたくさん取れるようになった。

イ 代用水から、十分な水を引けるようになったので、下流の村々では田に使う水を代用水から取り
しばかわ

入れ、いらなくなった水を芝川へ流した。
ぬま ち

ウ 上流の村々では、代用水のまわりの多くの沼地が新しく田に変わった。

エ 代用水が引かれると、新しく田ができ、農作物が米から野菜などに変わった。
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問４ 次の「発表原稿３」は、班員Bさんが発表で使ったものです。また、「パネル３」は、班員B

さんが発表のときに使ったグラフです。次の（１）～（３）に答えなさい。

（１）さいたま市や他の都市の気候を示したア～エのグラフの中で、さいたま市の気候を示したグラフ

はどれですか。ア～エの記号で答えなさい。

（２）さいたま市や他の都市の気候を示したア～エのグラフの中で、最も北に位置する都市の気候を示

したグラフはどれですか。ア～エの記号で答えなさい。

（３）（２）で、最も北に位置する都市の気候を示したグラフとして選んだものについて、選んだ理由

を書きなさい。

げんこう

発表原稿３

わたしは、さいたま市の気候を調べました。調べた結果、さいたま市の１年間の平均気温はおよそ
こうすいりょう た しつ

１５度で、１年間の降水量はおよそ１３００mmでした。さいたま市の気候は、夏は高温多湿で、冬
かんそう

は乾燥し、快晴が続きます。
ひ かく

また、比較のために、他の３都市の気候も調べてみました。

パネル３

さいたま市や他の都市の気候を示したグラフ

（気象庁のデータより）

― 15 ―



������������������������������������������������
�
�
�
�
� �����������������������������������������������

�
�
�
�
�
�

げんこう はんいん はんいん

問５ 次の「発表原稿４」は、班員Cさんが発表で使ったものです。また、「パネル４」は、班員C

さんが発表のときに使った表です。
はんいん げんこう

班員Cさんが発表で使った「発表原稿４」で、�～�に入る農産物のうち、最もよい組み合わ
せは次のア～オのどれですか。最もよい組み合わせを１つ選び、ア～オの記号で答えなさい。

ア � くだもの � 野菜 � 植木 � 米

イ � 米 � くだもの � 野菜 � 植木

ウ � くだもの � 植木 � 野菜 � 米

エ � 米 � 野菜 � 植木 � くだもの

オ � 野菜 � くだもの � 米 � 植木

げんこう

発表原稿４

ち いき

わたしは、さいたま市の農業について調べました。さいたま市の東部地域は、Aさんが発表した

「代用水」の周辺で、（ � ）が生産されています。その東側の台地では、（ � ）、（ � ）、

花などが生産されています。お正月料理に使われる「くわい」も特産品として生産されていますし、
ぼんさい おとず

北区にある盆栽村は海外でも有名で、多くの愛好家が訪れます。
ち いき りゅういき

また、西部地域の河川流域は、県内有数の（ � ）の産地であり、北西部の台地では、（ � ）

や（ � ）が生産されています。ブルーベリーやぶどうなどの観光農園があります。

パネル４

さいたま市の農産物生産額の上位５品目をまとめた表

第１位 米

第２位 ほうれんそう

第３位 こまつな
なえ ぎ

第４位 植木（苗木）

第５位 トマト

「埼玉農林水産統計年報」より

６

太郎くんは、さいたま市が「サッカーのまち さいたま」のまちづくりを進めていることに興味を
こま ば

もちました。そこで、太郎くんと太郎くんの姉は、休日を利用して浦和区の駒場運動公園内にあるさ
こま ば

いたま市駒場スタジアムに出かけることにしました。

これについて、問１に答えなさい。
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こま ば こ づか

問１ 太郎くんは、お父さんからさいたま市駒場スタジアムに出かけるために必要な小遣いをもらうこ

とにしました。

下の太郎くんとお父さんの会話の中の、�～�にあてはまる言葉をそれぞれ�～�の後ろにある
ア～エの中から１つ選び、ア～エの記号で答えなさい。

太郎くんとお父さんの会話

いっしょ こま ば こま ば

太郎：今度の日曜日に、お姉ちゃんと一緒に駒場運動公園に行って、さいたま市駒場スタジアムを見

てきたいので、交通費とおやつ代として１０００円をください。
しょうぞう だれ

父 ：ところで太郎、現在の千円札の肖像に使われている人物は誰だか知っているかい。
の ぐちひで よ わた はしょうふう おうねつびょう

太郎：世界的に有名な医学者、野口英世博士だよ。アフリカに渡って、�（ア 破傷風 イ 黄熱病
せき り きょうけんびょう なつ め そうせき しょうぞう

ウ 赤痢 エ 狂犬病 ）の研究をした学者だよ。その前には、夏目漱石の肖像が使われてい
かれ まいひめ よ あ まえ ぼ らしょうもん

たよ。最近、彼の作品で、�（ア 舞姫 イ 夜明け前 ウ 坊っちゃん エ 羅生門）を読

んだよ。
しょうぞう

父 ：太郎、よく知っているね。そのとおりだよ。では、現在の５千円札の肖像に使われている「た
だれ

けくらべ」という作品を書いた小説家は誰だか知っているかい。
よ さ の あき こ ひ ぐちいちよう つ だ うめ こ おぎ の ぎん こ

太郎：�（ア 与謝野晶子 イ 樋口一葉 ウ 津田梅子 エ 荻野吟子 ）だよ。

父 ：そのとおり。よく知っているね。
しょうぞう ふくざわ ゆ きち

太郎：１万円札の肖像に使われている人物は、福沢諭吉という人物だよね。

父 ：太郎は、歴史上の人物に興味があるようだね。
ふくざわ ゆ きち さ こく おおさわ

福沢諭吉という人物は、日本中が開国か鎖国かで大騒ぎしている時、オランダ語を勉強してい

たんだけれど、西洋の学問を学ぶにはオランダ語よりも、�（ア ドイツ語 イ フランス語

ウ 英語 エ 中国語 ）を身に付ける必要性を知ったんだよ。その後、アメリカやヨーロ
わた せいようじじょう

ッパに渡り近代文明を知り、その時のことを『西洋事情』という本にまとめた人物なんだよ。
え ど ふくざわ ゆ きち

�（ア 江戸時代 イ 明治時代 ウ 大正時代 エ 昭和時代 ）になると、福沢諭吉をは
しょうかい

じめ多くの人物によって、西洋の制度や技術とともに新しい文化が紹介されるようになったん

だよ。
かつやく

そうそう、ちょうどこの時代に活躍した人物で、埼玉県深谷市に生まれ、多くの人々から資金
かぶしき

を集めて経営する株式会社を日本で初めてつくった人物を知っているかい。
いたがきたいすけ い とうひろぶみ おおくましげのぶ しぶさわえいいち

太郎：�（ア 板垣退助 イ 伊藤博文 ウ 大隈重信 エ 渋沢栄一 ）だよ。
おきなわけん しゅりじょう しゅれいもん えが

父 ：太郎、２千円札を見てみよう。表には、沖縄県にある首里城の守礼門が描かれているんだよ。
うら お の の こ ま ち ほうじょう

裏には、平安時代の女性歌人で、源氏物語の作者として有名な、�（ア 小野小町 イ 北条
まさ こ むらさきしきぶ せいしょうなごん えが

政子 ウ 紫式部 エ 清少納言 ）が描かれているんだよ。この２千円札をあげるから、気

をつけて行ってきなさい。

太郎：はい。お父さん、ありがとう。
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７

こま ば

太郎くんと太郎くんの姉は、さいたま市の地形図をたよりに、北浦和駅から徒歩で駒場運動公園に

向かいました。

これについて、次の問１～問４に答えなさい。

さいたま市の地形図の一部

〈１：２５０００〉

（国土地理院発行の地図より）
こま ば

問１ 北浦和駅から見て、駒場運動公園はどの方角にありますか。方角を答えなさい。
きょ り ちぢ

問２ 太郎くんと姉が用意した地形図は、実際の距離を２５０００分の１に縮めたもので、北浦和駅か
こま ば きょ り きょ り

ら駒場運動公園までの距離を地図上で測ってみると、６．５cmでした。実際の距離は何mですか。
こま ば

問３ 太郎くんと太郎くんの姉は、北浦和駅を出発してしばらく歩きましたが、駒場運動公園が見えて

こないので不安に思い、道をたずねました。そのときの様子が、「太郎くんが道をたずねたときの

様子」です。太郎くんが道をたずねた場所は、地形図の中のア～オのどこですか。１つ選び、ア～

オの記号で答えなさい。
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太郎くんが道をたずねたときの様子

駅前の道をまっすぐ１５０mほど歩きました。すると道が二つに分かれていたので、北寄りの道

を選びました。右側に高校を見ながら進んで行きました。

すると、車の通りが多い交差点に着きました。その場所で、歩いて来た人に道をたずねました。そ

の人は、「この道をまっすぐゆるやかな坂道を歩いていくと、右側に中学校、左側に体育館がありま

す。駒場運動公園の入り口はその先です。」と教えてくれました。

こま ば こま ば きゅうけい

問４ 太郎くんと太郎くんの姉は、さいたま市駒場スタジアムの見学を終え、駒場運動公園で休憩をと

りました。太郎くんは、太郎くんの姉に、地形図から読み取った内容を、次のように話しました。

「太郎くんが地形図から読み取った内容」のア～エには、数や言葉が入ります。ア～エにあてはま

る数や言葉を書きなさい。

太郎くんが地形図から読み取った内容

しばかわ あ ち か じゅえん

（１）（ ア ）から（ イ ）の方角に流れる芝川のまわりには、水田や畑、荒れ地、果樹園が多

く見られる。
しばかわ かいばつ かいばつ

（２）芝川の周辺は海抜５m程度だが、北浦和駅周辺は海抜（ ウ ）mとなっている。

しばかわ

（３）市立病院は芝川の南側に位置し、すぐ近くには地図記号『 』で表される（ エ ）が

ある。

問５ 地形図の ■ は、老人ホームを示しています。この記号は最近使われるようになりました。老人

ホームを表すのは、次のア～オのどれですか。ア～オの記号で答えなさい。

ア イ ウ エ オ
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８

かいさい

花子さんは、オリンピックが北京で開催されることから、夏休みの自由研究で中国と日本の交流の

歴史について調べ、年表にまとめました。

下の「花子さんがまとめた年表」を見て、問１に答えなさい。

ほ そく ほ そく

問１ 「花子さんがまとめた年表」中の補足説明�～�には、次のア～コの文が入ります。補足説明
�～�にふさわしい文を１つ選び、ア～コで答えなさい。

いな り やま こ ふん きざ てっけん

ア 埼玉県行田市にある稲荷山古墳では、ワカタケル大王の名が刻まれた鉄剣が発見されている。
ふくおかけんしかのしま

イ 福岡県志賀島で金印が発見されている。

ウ 以後、日本独特の文化（国風文化）が広まり、仮名文字が使われるようになる。
こうぼう あやま こうぼう

エ 「弘法も筆の誤り」ということわざをよく聞くが、弘法大師の名で今も書道の達人として知られ

ている。
げんこう

オ 「元寇」といって、当時中国を支配していたモンゴル民族のつくった「元」という国が日本も支

配下に入れようとした。
きんかく じ

カ 京都に金閣寺という寺が建てられた。
な ら とうしょうだいじ

キ 奈良に唐招提寺という寺が建てられた。
さ こく

ク 「鎖国」の時代の中で、中国とオランダは貿易が許されていた。
さ が けん よし の が り い せき

ケ 佐賀県の吉野ヶ里遺跡がこの時代のものとされている。
ころ しょうとくたいし かつやく

コ この頃、聖徳太子が活躍していた。

花子さんがまとめた年表

せいれき ほ そく

西暦（年） 主なできごと 補足説明
わ な こく

５７ 倭の奴国の王が後漢に使いを送る （ � ）
や ま たいこく ひ み こ ぎ

２３９ 邪馬台国の女王卑弥呼が、魏に使いを送る（ � ）
わ おう ぶ そう

４７８ 倭王武が宋に使いを送る （ � ）
けんずい し お の の い も こ は けん

６０７ 遣隋使として小野妹子を派遣する （ � ）
けんとう し は けん

６３０ 第１回遣唐使を派遣する
とう がんじん

７５３ 唐から鑑真が来日する （ � ）
さいちょう くうかい とう わた

８０４ 最澄・空海が唐に渡る （ � ）
けんとう し は けん

８９４ 遣唐使の派遣をやめる （ � ）
ぶんえい

１２７４ 文永の役が起きる （ 	 ）
こうあん

１２８１ 弘安の役が起きる
あしかがよしみつ かんごう

１４０４ 足利義満が明と勘合貿易をはじめる （ 
 ）
ながさき とうじん や しき

１６８８ 長崎に唐人屋敷が設置される （ � ）

１８９４ 日清戦争がはじまる

１９３７ 日中戦争がはじまる

１９７８ 日中平和友好条約がむすばれる
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太郎くんは、夏休みに行われた参議院議員選挙を、夏休みの自由研究の題にしました。そして、参

議院議員の議席を決めるしくみについてまとめました。

次は、参議院議員選挙について、太郎くんの調べたことをまとめたものです。これについて、問１～

問３に答えなさい。

問１ 太郎くんが調べた「参議院議員の議席を決めるしくみ」の説明文の中で、�～�には数字が入り
ます。�～�にあてはまる数字を答えなさい。

参議院議員の議席を決めるしくみ

・選挙は、３年に１回おこなわれる。
せんきょけん さい

・選挙権は（ � ）歳以上の国民にある。
りっこう ほ さい

・立候補できるのは３０歳以上の国民である。

・１回の選挙で参議院の議席数（２４２議席）の半分が改選される。

・選挙区選挙と比例代表選挙の２種類があり、それぞれ１票ずつ投票することができる。

・各都道府県単位の選挙区がある。つまり、全国を（ � ）選挙区に分け、人口に応じて１名から

４名を各都道府県にわりあてる。１回の選挙で７３名を選出する。
せいとう こう ほ せいとう

・全国単位の比例代表がある。全国単位で各政党の得票数（候補者票数と政党票数を足したもの）を
せいとう

集計して、ドント方式で各政党に配分する。１回の選挙で（ � ）名を選出する。

問２ 太郎くんは、比例代表のドント方式による議席配分の仕方がよくわからなかったので、さらに調

べてみました。太郎くんが調べた「ドント方式について」の説明文をもとにすると、次の�～�に
せいとう

あてはまる各政党の当選人数は何人になりますか。�～�にあてはまる数字を答えなさい。ただし、
当選する議員の総数は９名とします。

せい とう

政 党 名
とう

ア 党
とう

イ 党
とう

ウ 党
とう

エ 党

得 票 数 １９２０ １６８０ １０８０ ９６０

当選人数 （ � ）（ � ）（ � ）（ � ）
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せいとう

政党名
とう

A 党
とう

B 党
とう

C 党

得票数 １８００票 １５００票 ９００票
わ

得票数を１で割る １８００� １５００� ９００�
わ

得票数を２で割る ９００� ７５０� ４５０
わ

得票数を３で割る ６００� ５００ ３００
わ

得票数を４で割る ４５０ ３７５ ２２５

当選人数 ３名 ２名 １名

ドント方式について

とう とう とう

・Ａ党、Ｂ党、Ｃ党が比例代表で争った結果、上の表のようになったとする。そして、当選する議員

の人数を６名とする。
せいとう わ

・各政党の得票数を１、２、３、・・・で割っていく。
わ せいとう

・割って得られた数の大きい順から数えていって、�番目までが各政党に配分される議席の数になる。
とう とう とう

この例の場合、Ａ党では３名、Ｂ党では２名、Ｃ党では１名が当選することになる。

しゅうぎいん がっしゅうこく

問３ 太郎くんは、選挙について調べていく中で、日本は参議院と衆議院の二院制、アメリカ合衆国は

上院と下院の二院制をとっていることがわかりました。そこで、太郎くんは、「二院あることの長

所と短所」を次のようにまとめてみました。

太郎くんがまとめた「二院あることの長所と短所」の中で、�～�にあてはまる言葉は何ですか。
�～�にあてはまる言葉を書きなさい。

二院あることの長所と短所

しん ぎ しんちょう

・長所 （ � ）に審議されるので、慎重さや公正さが期待できる。
しん ぎ

・短所 両院の意見が合わなければ、議案が決まらないので、審議が（ � ）なる。
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