
課
題
１ 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
⑴
～
⑷
に
答
え
ま
し
ょ
う
。 

                                       
  

 

⑴ 
 
 
 
 

「
が
む
し
ゃ
ら
に
」
と
い
う
言
葉
は
、
ど
の
よ
う
な
様
子
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
次
の 

     

に
適
当
な

言
葉
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
考
え
ず
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

も
の
ご
と
を
行
う
様
子
。 

 

⑵ 
 
 
 
 

Ｘ 
 
 

の
中
に
は
、
ど
の
よ
う
な
文
を
書
き
入
れ
る
の
が
よ
い
で
す
か
。
本
文
の
中
で
、 

 
 

Ｘ 
 
 

の
前
と
後
に
書
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
適
当
だ
と
思
わ
れ
る
一
文
を
考
え
て
書
き
ま
し
ょ
う
。 

  

 
  

※ ３※ ２※ １※ 
受検 

番号 

（Ⅱ－１） 

※  

 

※  

 

著
作
物 

掲
載
許
諾
手
続
き
中 



 

⑶ 
 
 
 
 

ア
「
同
時
に
あ
る
脳
の
構
造
を
生
み
出
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
①
、
②
の
問
い

に
答
え
ま
し
ょ
う
。 

① 
「
あ
る
脳
の
構
造
」
は
ど
の
よ
う
な
目
的
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
筆
者
は
述
べ
て
い
ま
す
か
。
「
～
た
め
。
」
で
終
わ
る 

 
 

よ
う
に
四
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。
（ 

、
や 

。
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。
） 

 
 

    

② 
「
あ
る
脳
の
構
造
」
は
人
間
に
ど
の
よ
う
な
欠
点
を
も
た
ら
し
た
と
筆
者
は
述
べ
て
い
ま
す
か
。
そ
の
欠
点
を
十
五
字
以
内
の
言
葉
で
書 

き
ま
し
ょ
う
。
（
答
え
の
終
わ
り
に 

。
を
つ
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
） 

 
 
 
 
 

 

⑷     
イ
「
人
間
が
本
当
に
賢
く
な
っ
た
ら
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
人
間
が
本
当
に
賢
く
な
る
」
と
は
、
わ
た
し
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
こ 
 
 
 
 
 

と
で
、
ど
う
な
る
こ
と
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
か
。
八
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。
（ 

、
や 

。
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。
） 

          

課
題
２ 

太た

郎ろ
う

さ
ん
が
通
う
学
校
に
は
「
人
と
積
極
的
に
か
か
わ
ろ
う
」
と
い
う
目
標
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ 

ば
よ
い
か
、
み
ん
な
で
考
え
た
と
こ
ろ
、
花
子
さ
ん
が
「
気
も
ち
の
よ
い
あ
い
さ
つ
を
す
る
」
と
い
う
意
見
を
出
し
ま
し
た
。
あ
な
た
な
ら 

ど
の
よ
う
な
意
見
を
出
し
ま
す
か
。
花
子
さ
ん
の
意
見
以
外
の
あ
な
た
の
意
見
を
、
左
の
わ
く
に
書
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
あ
な
た
が
出
し 

た
意
見
の
く
わ
し
い
内
容
と
、
そ
う
考
え
た
わ
け
を
、
二
百
字
以
内
で
答
え
ま
し
ょ
う
。 (

 

、
や 

。
や
「 
」
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。 

段
落
分
け
は
し
な
く
て
よ
ろ
し
い
。
一
マ
ス
目
か
ら
書
き
始
め
ま
し
ょ
う
。)

 

       
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

※    ※   ※   

40字 

15字 

２※ 

80字 

受検 
番号 （Ⅱ－２） 

（
花
子
さ
ん
の
意
見
） 

気
も
ち
の
よ
い
あ
い
さ
つ
を
す
る 

 

（
あ
な
た
の
意
見
を
こ
の
わ
く
に
書
き
ま
し
ょ
う
） 

100字 200字 

【
目
標
】 

人
と
積
極
的
に
か
か
わ
ろ
う 

※   ※   



（Ⅱ－３）  
  

課題３ 太
た

郎
ろう

さんと花子さんは，日本の農業や日本人の食生活について調べた内容をもとに，先生を交えて話し合いま 

した。あとの会話文を読んで，（１）～（３）に答えましょう。 

先生：資料１は，国産と外国産のアスパラガスの東京都中央卸売
おろしうり

市場への月別 
入
にゅう

荷
か

量をまとめたグラフです。資料１をみると，どんなことがわかりま 

すか。 
花子：外国産のアスパラガスがたくさん輸入されていますね。 

（１） 国産と外国産のアスパラガスの入荷量には，どのような関係がありますか。 

資料１から考えられることを書きましょう。     
 

花子：私
わたし

は，日本人の食生活に興味をもち，資料２を作りました。 
①この資料２は，日本人の食生活が大きく変化したことを 

表しています。  
太郎：私は，日本の食料自給率に興味をもち，資料３を作りまし 

た。 

     先生：②日本全体の食料自給率が 60％から 38％に大きく低下して 
いることがわかるね。 

（２）  会話文の①   について，花子さんがなぜそのように考えた 

のか，資料２からわかることを書きましょう。また，②   に 

ついて，日本全体の食料自給率が大きく低下したのはなぜなのか， 

資料２と資料３の両方をもとに，資料中の具体的な食料を２つあ 

げて，あなたの考えを書きましょう。 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

太郎：私は，近くの道の駅を訪
おとず

れました。資料４は，その道の駅で販売
はんばい

されて 

いた，地元産のなすの袋
ふくろ

にはられていたシールをスケッチしたものです。 

先生：農家が資料４のようなシールをはることによって，消費者には利点がたく 
さんありますね。 

花子：私が考える消費者の利点は，栽培期間中は農薬を使用していない野菜なの 
で，食べてもより安全だということがわかることです。 

（３）  花子さんが考えたことの他
ほか

には，消費者にとってどのような利点があります 

か。資料４をもとに，あなたの考えを２つあげて，それぞれの解答らんに１つ 

ずつ書きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

受検 

番号 

 

※  ②  

 

   

①    

 

 

 

※  

※  

さいばい 

資料１ 国産と外国産のアスパラガス

の東京都中央卸売市場への月別

入荷量（2017年） 

（トン） 

（東京都中央卸売市場の資料から作成） 

（グラフのアスパラガスは加工したもの

はふくまない） 
（月） 

３※  

     

（農林水産省「食料需給表」から作成） 

資料２ 日本人の１人１日あたりの食料消費量

の移り変わり 

資料３ 日本の食料自給率の 

移り変わり 

（農林水産省「食料需給表」から作成） 
 

資料４ 地元産のなすの袋にはら 

れていたシールのスケッチ 

※  
   


