
2023年度

令和 5年 2月 2日実施
40 分

中等部第２回

社 会
〔受験上の注意〕

氏 名受 験 番 号

１．問題は12ページまでです。

２．解答時間は 40 分です。

３．解答用紙はこの冊子の最後に
あります。キリトリ線より切り
はなしてください。
解答は解答用紙の所定のとこ
ろに記入してください。

４．問題用紙・解答用紙に、
受験番号・氏名を記入してくだ
さい。

５．答えはすべて解答欄
らん

に記入し
てください。なお、漢字で書
くべきところは漢字で書いて
ください。
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〈はじめに〉

　東京都中央区にある日本銀行金
きん

融
ゆう

研究所貨
か

幣
へい

博物館では、「お金」に関するさまざ

まな展示が見られます。社会のなかで広く使われる「お金」は、歴史のなかで、どの

ような役割を果たしてきたか、見てみましょう。

　お金のことを「貨
か

幣
へい

」といいます。「貨」は「貝」と「化」が組み合わさった文字です。
現在、日本で発行されている貨幣は、銅などの金属を加工して造

つく

られたものですが、
金属がお金として用いられる前は、貝をはじめ布や塩など価値のあるものが、お金と
しての役割を果たしました。貨幣の「幣」は、元々は神前に供える幣

へい

帛
はく

（白色または
金色、銀色、五

ご

色
しき

などの紙を段々に切り、竹や木の串
くし

にはさんだもの）のことですが、
他人に贈

おく

る物品という意味もあります。
　世界で最も古いお金は、中国大陸の殷

いん

王朝の時代（紀元前１
始 ま っ た 年

６００年頃～紀元前
１
ほ ろ び た 年

０４６年）の子
こ

安
やす

貝
がい

（ 宝
たから

貝
がい

）だといわれます。子安貝は、沖縄や東南アジアのベ
トナム、インド洋にある島国のモルディブなど、亜

あ

熱
ねっ

帯
たい

や熱帯の海で採
と

れます。子安
貝は、 珍

めずら

しい形をしており、わずかしか手に入らないため、貴重な宝物として王や
貴族たちの間で贈り物として使われました。その後、 春

しゅん

秋
じゅう

時代（紀元前７７０年～
紀元前４０３年）に青

せい

銅
どう

で造られたお金が登場すると、貝のお金は次
し

第
だい

に使われなく
なりました。

　

　日本では、天皇を中心とする律令に基づいた国づくりが目指されるようになっ

た⑴□□世紀頃には、お金が使われていました。お金として用いられる金属の 塊
かたまり

を
「銭

ぜに

」と呼びます。銀の板を打ち延
の

ばして造られた「無
む

文
もん

銀
ぎん

銭
せん

」という銀貨は、天
てん

智
ち

天皇（６
生 ま れ た 年

２６～６
亡くなった年

７１）の時代にあったことがわかっています。銀は都の近くの地域
では採れなかったため、この銀貨は貿易に利用するものとして、朝鮮半島から手に入
れたと考えられています。
　国内で造られた最も古いお金は、「富

ふ

本
ほん

銭
せん

」という銅貨で、唐（６１８～９０７）
の「開

かい

元
げん

通
つう

宝
ほう

」を手本としたものでした。富本銭の重さは約３～４グラムで、直径約

あ い

う

え

幣
へい

帛
はく

（日本銀行金融研究所　中国貨幣の歴史）
https://www.imes.boj.or.jp/cm/research/kinken/mod/gra_china1.pdf

kotobank.jp/word/ 幣 -594163

お

子安貝
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２. ４センチメートルの円形の真ん中に、一辺約０. ６センチメートルの四角い穴があ
ります。これは現在使われている５円硬

こう

貨
か

に近い大きさです。朝鮮やベトナムなど中
国大陸の周りの国々でも開元通宝のようなお金が造られました。
　富本銭は現在の奈良県明

あ

日
す

香
か

の地で造られ、６９４年に完成した日本で最初の本格

的な都
と

城
じょう

である⑵□□□□京の建設や、働いた人への支払いに用いられたりしました。
朝廷が発行したお金は、都や大きな寺院を建設するための費用に充

あ

てられ、市
いち

では、
お金を用いて売り買いもおこなわれました。しかし、お金が使われたのは、都とその
周りの地域に限られ、全国で広く使われることはありませんでした。その後、材料と
なる銅が採れなくなると、お金の大きさは小さくなり、質も落ちて、１０世紀の半ば
以降、お金は発行されなくなりました。その代

か

わりとなったのは、それまでもお金と

して使われてきた⑶□□や絹、麻の布などでした。

　１０世紀の末頃になると、貿易を通して中国の王朝のお金が日本に入ってくるよう
になりました。日本で最も多く出土するお金は、宋

そう

（９６０～１２７９）のものです。
宋のお金は九州の博

はか

多
た

を中心に使われましたが、１２世紀半ばになると、都やその周
りの地域でも使われるようになりました。１２世紀後半、源氏をおさえて大きな力を

ふるった⑷□□□□□□は宋と貿易をおこない、大量の宋
そう

銭
せん

が日本に入ってきました。
　鎌倉時代になると、⑶□□と麦を作る⑸□□□□□□がおこなわれるようになり、交通の
便のよいところでは特定の日に定

てい

期
き

市
いち

が開かれるなど、人々の経済活動がさかんにな

りました。取引の機会が地方でも増えるようになると、お金は⑶□□や絹に比べて 扱
あつか

い
やすいため、広く使われるようになりました。また、⑶□□などをそのまま年

ねん

貢
ぐ

として
納めるのではなく、お金で納めるやり方が広がりました。
　１２７１年にフビライが建てた元

げん

（１２７１～１３６８）は、おもに紙のお金であ
る紙

し

幣
へい

を使ったため、使われなくなった銭のお金が日本に入ってきました。室町時代

におこなわれた⑹□□との貿易では、大量の銅銭（永
えい

楽
らく

通宝）が日本に輸入されました。
国内では、中国のお金を真

ま

似
ね

て造られたものも、用いられるようになりました。

　中世は経済活動がさかんになり、お金が広く使われるようになっていきましたが、
世の中全体に出回るお金の量が足りなかったため、不足した分を中国大陸から運んで
きたり、自分たちでお金を造ったりして 補

おぎな

っていました。

　１６世紀の終わりころから１７世紀にかけて、銅
貨以外に金貨・銀貨が加わり、３種類のお金が用い
られる仕組み（三

さん

貨
か

制度）ができあがりました。金は、
駿
する

河
が

国（現在の静岡県東部）や甲
か

斐
い

国（現在の山梨
県）で金山の開発が進み、生産量が増えました。銀

は世界文化遺産に指定された島根県の⑺□□□□銀山
で、取り出せる銀の割合を高めた新しい技術が用い

られたことで、産出量は大きく増えました。⑺□□□□
銀山から採れた銀で作った銀貨は「石

せき

州
しゅう

銀
ぎん

（注１）」
と呼ばれ、日本は大量に採れるようになった銀を輸
出しました。当時、世界の貿易では取引の支払いに
銀が使われていたため、日本の銀は、１６世紀の中
頃以降、日本を訪れるようになっていたヨーロッパの
宣教師や商人たちの注目を集めました。

　⑻□□□□□□□□年に起きた関ケ原の戦いに勝った徳川家康は、豊臣秀吉の政策を引き
継ぎ、佐

さ

渡
ど

や伊
い

豆
ず

、生
いく

野
の

など、国内のおもな金山や銀山がある場所などを⑼□□□□とし
て直接支配しました。関ケ原の戦いの翌年、徳川家康は、大きさ、重さなどを統一し
た金貨・銀貨を発行しました。このお金は、年号をとって「慶

けい

長
ちょう

金銀」とよばれま

した。東京都中央区にある地名の⑽□□□□は、江戸幕府が銀貨を造り、役所が置かれた
場所です。また、金貨を造っていた場所の跡地に、現在の日本銀行本店が建っています。

１６３６年、３代将軍の⑾□□□□□□□□は、江戸や近
お う み

江（現在の滋賀県）の坂
さか

本
もと

に銅銭
の「寛

かん

永
えい

通
つう

宝
ほう

」を造る場所を設けました。寛永通宝は全国で広く使われ、江戸時代の
末頃まで造られ続けました。
　江戸時代には、商人や藩が発行した紙幣も見られるようになりました。日本で初め

ての紙幣といわれる「山
やま

田
だ

羽
は

書
がき

」は、１６１０年頃、現在の⑿□□□□県にある伊
い

勢
せ

神宮
をお詣

まい

りする人たちのために、宿などを手配する商人が発行したものです。
　年代がはっきりしている最も古い藩

はん

札
さつ

（諸藩が発行した紙幣）は、１６６１年の福
井藩のものでした。藩札は多くの藩で発行され、藩で足りない収入をまかなうことや、
領内の特産物を買い上げる資金に使われ、幕府貨幣の不足を補いました。紙幣は現在
のように横に長いものと違

ちが

い、縦
たて

型の短
たん

冊
ざく

のような形でした。

か

開元通宝 富本銭

（「にちぎん」NO.9 2007 年春号、貨幣博物館「おかね今昔物語」より）

き

く

石州銀

（貨幣博物館「おかね今昔物語」より）

け

こ

無文銀銭

さ
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　５代将軍の徳川綱
つな

吉
よし

の頃になると、幕府の財政はとても苦しくなりました。このた
め、財政を担当していた荻

おぎ

原
わら

重
しげ

秀
ひで

（１６５８～１７１３）は１６９５年、慶長金銀の
改
かい

鋳
ちゅう

（金属で造られたお金の重さや、お金に含まれる金銀などの割合を変えること）
をおこないました。お金に含まれる金や銀の割合を下げ、質を落とせば、同じ金額の
ままで、それまでより多くのお金を造ることができます。このときに発行された新し
いお金の「元

げん

禄
ろく

金銀」は、小判に含まれる金の量を約３割、銀の量を約２割近く減ら
したことで、幕府は約５００万両を得ました。しかし、質を落としたお金は嫌われ、
物の値段は上がり、庶

しょ

民
みん

の生活は苦しくなりました。１７１４年、７代将軍に仕えて
いた新

あら

井
い

白
はく

石
せき

（１６５７～１７２５）は、荻原重秀が採った政策を変え、お金の品質
を元に戻しました。
　これ以降も、幕府は財政の事情や経済の変化に対応するため、何度も改鋳をおこな
いました。

　⒀□□□□□□□□年に年号が改まり、明治時代が始まりました。新政府は紙幣を大量に
発行しましたが、各藩の藩札も流通したままであったため、経済は混乱していました。
政府はお金に関する制度を整えるため、１８７１年に新

しん

貨
か

条
じょう

例
れい

という法律を定め、
「円」・「銭

せん

」・「厘
りん

」を単位とした新しい硬
こう

貨
か

を造り、１円を金１．５グラムとしてお金
の価値を安定させようとしました。

　殖産興業を目標に掲
かか

げた政府は、産業を活発にするため、その資金となる多くのお
金を発行できる「銀行」を作ろうとしました。１８７２年にヨーロッパやアメリカの
制度を参考にして銀行を作る法律が定められ、翌年、東京で渋

しぶ

沢
さわ

栄
えい

一
いち

（１８４０～
１９３１）が紙幣を発行できる最初の銀行を開きました。
　１８８２年、国の中心となる役割を担う銀行として日本銀行が設立されました。
日本銀行ができた後は、他の民間の銀行は紙幣を発行することができなくなり、日
本銀行だけが紙幣を発行できる唯一の銀行となりました。そして設立から３年後の
１８８５年、日本銀行の発行する銀行券と銀を交換できる仕組みができあがりました。
その後、政府は日清戦争で得た賠償金の一部を準備金にして、銀にかわり金で紙幣の
価値を保証しました。
　１９２９年１０月２４日にアメリカ合衆国のニューヨークで起きたできごとがきっ
かけとなり、世界の経済が大変混乱しました。お金の価値を保つためには紙幣をいつ
でも金や銀と交換できることが必要でしたが、経済の状態を戻すために多くのお金が
必要となりました。日本では、１９３１年に大蔵大臣であった高

たか

橋
はし

是
これ

清
きよ

（１８５４～
１９３６）は、紙幣が金と交換できる制度を止めました。
　これ以降、現在と同じような、政府の信用によって紙幣を発行する仕組みが整いま
した。

し

す

せ

そ

た

ち

１８８５年に発行された、銀貨１０円分と交換できる日本銀行券

（貨幣博物館「おかね今昔物語」より）

慶長大判

寛永通宝

慶長小判・慶長一分銀

山田羽書
越前
福井藩札慶長丁銀・慶長豆板銀

一円銀貨　10枚

この１０円紙幣を銀貨１０円と引き換えられます。

「此券引かへに
銀貨拾圓相渡可申候也」

（「にちぎん」NO.5 2006年春号より）

＝

日本銀行兌
だ

換
かん

銀券　十円券 銀貨兌換文言
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〈おわりに〉

　現在、世界中でさまざまな物の値段が上がる⒁□□□□□□□□□□□□□□□□が進み、日本で
もその影響が出ています。お金の役割や歴史を知ることで、私たちは世界の政治や経

済の大きな動きを知り、それが国内に与える影響について、考えることができます。

注１ ⑺□□□□銀山のある島根県西部を旧国名で⑺□□□□国
のくに

といい、石
せき

州
しゅう

は⑺□□□□国の
別の呼び方。

おもな参考文献・ホームページ

　『通貨の日本史　無文銀銭、富本銭から電子マネーまで』高木久史　中央公論新社

　『円の誕生　近代貨幣制度の成立』三上隆三　講談社

　『日本貨幣カタログ 2022』日本貨幣商協同組合編集・発行

　日本銀行金融研究所 貨幣博物館　パンフレット

　日本銀行金融研究所 貨幣博物館　https://www.imes.boj.or.jp/cm/

問１　文章中の空
くうらん

欄（１）～（14）に入る語句・数字を答えなさい。□□内に１字とす
る。漢字で書くべき語句は、漢字で書くこと。

問２　下線部あについて、次の（１）～（３）の問いに答えなさい。

（１）下線部あには、２０１８年１０月６日に江
こう

東
とう

区の豊
とよ

洲
す

に移るまで、「都民の台所」

とよばれ、水産物を扱
あつか

う量が多いことで知られた市
し

場
じょう

がありました。この市場

があった場所を、漢字２字で答えなさい。

（２）（１）の場所に市場ができたのは、１９２３年に起きたある災害で、別の場所

にあった市場が移ってきたためでした。この災害の名前を、漢字５字で答えなさい。

（３）この市場は、水産物だけでなく、全国から集まってくる野菜や果物、水産物な

どを小
こ

売
うり

店
てん

へ販
はん

売
ばい

する卸
おろし

売
うり

市場でした。卸売市場を管理する省を、漢字で答えな

さい。

問３　下線部いについて、次の（１）～（３）の問いに答えなさい。

（１）現在、下線部いは、江戸時代に整えられた五街道の出発地にあります。この場

所として正しいものを、次のなかから1つ選び、記号で答えなさい。

ア．品
しな

川
がわ

　　イ．日
に

本
ほん

橋
ばし

　　ウ．浅
あさ

草
くさ

　　エ．新
しん

橋
ばし

　　オ． 両
りょう

国
ごく

（２）下線部いは、法律に基づいて、国
こく

債
さい

に関わりのある仕事をおこなっています。

①国債は、国がお金を集める目的で発行しています。国債を発行する計画をたて

る省の名前を、漢字で答えなさい。

②国債は、国が税金の収入だけで足りない場合に、発行されます。次の日本国憲

法の条文は、国の財政について述べたものです。空欄に当てはまる語句を答え

なさい。□□内に１字とする。

第８３条　
国の財政を処理する権限は、（ア）□□□□の議決に 基

もとづ

いて、これを行使しな
ければならない。
第８６条　
（イ）□□□□は、毎会計年度の（ウ）□□□□を作成し、（ア）□□□□に提出して、
その審議を受け議決を経なければならない。
第８７条　
①予

よ

見
けん

し難
がた

い（ウ）□□□□の不足に充
あ

てるため、（ア）□□□□の議決に基いて
予備費を設け、（イ）□□□□の責任でこれを支出することができる。

②すべて予備費の支出については、（イ）□□□□は、事後に（ア）□□□□の 承
しょう

 
諾
だく

を得なければならない。

つ
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③次のグラフは、２０２２年度の日本の一般会計歳出（２０２２年５月３１日成

立の補正に基づくもの）の内訳を示したものです。国債費（過去の借金の返済

と利息分の支払い）にあたるものを、次のなかから１つ選び、記号で答えなさい。

④歳出における国債費の割合が増えていくと、どのような問題が起きると考えら

れるか、1つあげなさい。

（３）下線部いは、現在の建物が１８９６年に完成するまで、旧北海道開拓使の施

設を使っていました。北方の警備と北海道の開拓にあたった人々を何というか、

答えなさい。

問４　下線部うについて、次の（１）（２）の問いに答えなさい。

（１）貨幣には、さまざまな図柄が描かれています。次の

１０円貨幣の写真に描かれている平安時代の建物を建て

た人物の名前を、漢字で答えなさい。

（２）現在の１円貨幣は、ある金属だけで作られています。ボーキサイトを原料とし

て作られるこの金属を、カタカナ６字で答えなさい。

問５　下線部えについて、次の（１）～（３）の問いに答えなさい。

（１）下線部えが１９７２年に日本に返還されたときの首相を、次のなかから1つ選

び、記号で答えなさい。

ア．吉
よし

田
だ

茂
しげる

　　イ．岸
きし

信
のぶ

介
すけ

　　ウ．佐
さ

藤
とう

栄
えい

作
さく

　　エ．中
なか

曽
そ

根
ね

康
やす

弘
ひろ

（２）下線部えの島で、日本で最も西にある島の名前を、答えなさい。

（３）２０２２年１０月２３日、下線部えの県庁所在地で、市長を選ぶ選挙があり

ました。

①下線部えの県庁所在地を、答えなさい。

②市町村長の被選挙権の年齢を答えなさい。

問６　下線部おの進んだ制度を学ぶため、この国の都には、日本から多くの留学生が

送られました。下線部おの都の名前を、漢字で答えなさい。

問７　下線部かについて、７０８年に発行されたお金を、漢字４字で答えなさい。

問８　下線部きに起きた次のできごとを、古い順に並べなさい。

ア． 源
みなもとの

実
さね

朝
とも

が暗殺され、源氏の将軍がいなくなった。
イ．鎌倉幕府第 5 代執権の北

ほう

条
じょう

時
とき

頼
より

が、建長寺を建立した。
ウ．承久の乱の後、朝廷を監視するために六波羅探題が置かれた。
エ．御家人の苦しい生活を救うため、永仁の徳政令が出された。

問９　下線部くについて、世界遺産には、「自然」と「文化」の２つの区分があります。

日本国内で登録されている下線部くとして正しいものを、次のなかから1つ選び、

記号で答えなさい。

ア．知
しれ

床
とこ

　　イ．富
ふ

士
じ

山
さん

　　ウ．小
お

笠
がさ

原
わら

諸島　　エ．屋
や

久
く

島
しま

ア
22.1％

（24.3兆円）
イ

ウ

32.9％
（36.3兆円）

14.4％
（15.9兆円）

総額
（110.3兆円）

公共事業
5.5%（6.1兆円）

文教及び科学振興
4.9%（5.4 兆円）

防衛
4.9%（5.4 兆円）

その他
15.4%

（17.0兆円）

「その他」には、新型コロナ及び原油価格・物価高騰対策予備費（5.5%（6.1兆円））が含まれる。

（日本銀行資料　「現在有効な貨幣」より）

（日本の財政を考える）
mof.go.jp/zaisei/current-situation/index.html
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問 10　下線部けについて、次の（１）～（４）の問いに答えなさい。

（１）次の表は、下線部けがある静岡県（伊豆）と兵庫県（生野）のデータを示し

たものです。兵庫県にあたるものを選び、記号で答えなさい。

（あ）県 （い）県

人口 ５４３万人 ３６０万人

政令指定都市の数 １ ２

生産がさかんなもの
清酒

ずわいがに
ピアノ

カツオ類

（２）次の図から、静岡県と兵庫県の場所をそれぞれ選び、記号で答えなさい。

（３）生野鉱山は中国山地にあります。中国山地の北側の日本海側の気候と南の瀬

戸内海側の気候の違いについて、降水量の面から述べなさい。

（４）静岡県と兵庫県にある政令指定都市を、１つずつ漢字で答えなさい。ただし、

静岡県は、県庁所在地以外の都市を答えること。

問 11　下線部こは、徳川家の親族にあたる松
まつ

平
だいら

氏が治めました。このような大名

を何というか、漢字２字で答えなさい。

問 12　下線部さについて、次のなかから間違っているものを 1つ選び、記号で答え

なさい。

ア． 銚
ちょう

子
し

− 醤
しょう

油
ゆ

　　イ．輪
わ

島
じま

−漆
しっ

器
き

　　ウ．赤
あ こ う

穂−塩
しお

　　エ．宇
う

治
じ

−紅
べに

花
ばな

問 13　下線部しの頃の文化について、近松門左衛門が活躍した分野として正しいもの

を、次のなかから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア． 浄
じょう

瑠
る

璃
り

　　イ．能
のう

　　ウ．俳
はい

諧
かい

　　エ．浮
うき

世
よ

絵
え

問 14　下線部すについて、次のグラフは、小判１両に含まれる金の量の移り変わりを

示したものです。このグラフから読み取れる、８代将軍の時代以降の小判１両の

重さの変化と金の含まれる量の変化を、それぞれあげなさい。

問 15　下線部せのために、全国に政府が直接経営する工場が作られました。工場が作

られた場所と産業の組み合わせとして正しいものを、次のなかから１つ選び、記

号で答えなさい。

ア．足
あし

尾
お

（栃木県）−製鉄業　　　　イ．富
とみ

岡
おか

（群馬県）−炭鉱業　　
ウ．長崎（長崎県）−造船業　　　　エ．三

み

池
いけ

（福岡県）−製糸業

人口は２０２１年
（『KENSEI ２０２３ データでみる県勢』矢野恒太記念会）

（山川出版社 『詳説  日本史 B』）

（カ）

（オ）

（ア）

（イ）
（ウ）

（エ）

鋳造年
（小判を造った年）

1600
1695
1710
1714
1716
1736
1819
1837
1859
1860

慶長小判
元禄小判
宝永小判
正徳小判
享保小判
元文小判
文政小判
天保小判
安政小判
万延小判

ほう えい

げん ぶん

ぶん せい

てん  ぽう

あん せい

きょう  ほう

1 匁＝3.75g
0
・

1
・

2
・

3
・

4
・

5匁
・

小判 1両の重さ
金を含んでいる量

ちゅうぞう もんめ
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問 16　２０２４年度からデザインが変わる日本銀行券の 1万円札には、下線部そが

描かれています。今までに紙幣に描かれた人物について説明した次の文章の空欄

に当てはまる語句を、答えなさい。□□内に１字とする。

①１９６３年に発行された千円札に描かれた（ア）□□□□□□□□は、初代の内閣総
理大臣を務めた人物である。

②現在の 1 万円札に描かれている福沢諭吉は、「天は人の上に人を造らず……、」

の書き出しで知られる（イ）『□□□□□□□□□□□□』を 著
あらわ

した。

③１９８４年に発行された５千円札に描かれた新
に

渡
と

戸
べ

稲
いな

造
ぞう

は、１９１８年に終

わった（ウ）□□□□□□□□□□□□□□の後に設立された国際連盟で、事務局次長を務
めた。

④現在の千円札に描かれている（エ）□□□□□□□□は細
さい

菌
きん

学者として知られ、西ア
フリカで黄熱病の研究中に亡くなった。

問 17　下線部たを何というか、答えなさい。

問18　下線部ちは、１９３６年に起きた事件で命を落としました。この事件の名前を、

答えなさい。

問 19　下線部つについて、本文を読んで、あなたはお金と社会の関わりについて、

どのようなことを考えましたか。あなたの意見を述べなさい。
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問17 問18
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問８ → → → 問９

①

①

④

② ③（ア） （イ） （ウ）

問１

問２

省

島 市 満 歳以上

省

（2）

（1）

（1） （2） （3）

問４（1） （2）

（2）

（イ）

（エ）

問５（1） （2） ②（3）

（8）

（2） （3） （4） （5） （6） （7）

（9） （10） （11） （12）

（13）

問10

（1）

（3）

（4）

（14）

（1）

（3）

問３

（ア）

（ウ）

問16

問19

静岡県

小判１両の重さ 金の含まれる量

兵庫県

静岡県
市 市

兵庫県

受 験 番 号 得　　点氏　　　　　　　　　　名

キリトリ 線

社　　会解答用紙 （第２回）
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令和 5年 2月 2日実施
40 分

中等部第２回

社 会
〔受験上の注意〕

氏 名受 験 番 号

１．問題は12ページまでです。

２．解答時間は 40 分です。

３．解答用紙はこの冊子の最後に
あります。キリトリ線より切り
はなしてください。
解答は解答用紙の所定のとこ
ろに記入してください。

４．問題用紙・解答用紙に、
受験番号・氏名を記入してくだ
さい。

５．答えはすべて解答欄
らん

に記入し
てください。なお、漢字で書
くべきところは漢字で書いて
ください。


