
（
二
〇
二
一
年
度 

第
一
回
） 

  

適

性

検

査Ⅰ
 

   
    

  

淑
徳
Ｓ
Ｃ
中
等
部 

１ 

問
題
は
１
の
み
で
、
五
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。 

２ 

試
験
時
間
は
四
十
五
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
十
時
十
五
分
で
す
。 

３ 

声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。 

４ 

答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
明
確
に
記
入
し
、
解
答
用
紙
と
問
題
用
紙
を
提
出
し
な
さ
い
。 

５ 

答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。 

６ 

受
験
番
号
と
氏
名
を
解
答
用
紙
と
問
題
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
ら
ん
に
記
入
し
な
さ
い
。 
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１ 

次
の
資
料
Ａ
・
Ｂ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
題
に
答
え
な
さ
い
。
（
※
印
の
付

い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
、[

※
注]

が
あ
り
ま
す
。
） 

 

資
料
Ａ 

 
 

 
 建

築
の
内
と
外
と
を
つ
な
ぐ
と
い
う
の
は
、
２
０
世
紀
建
築
の
大

き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
石
や
レ
ン
ガ
を
積
ん
で
厚
い
壁か

べ

の
建
築
を

作
る
や
り
方
か
ら
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
鉄
の
柱
、
大
判
の
ガ
ラ
ス
を

組
み
合
わ
せ
て
作
る
開
か
れ
た
建
築
へ
の
転
換

て
ん
か
ん

が
、
２
０
世
紀
初
頭

に
起
こ
っ
た
。
ガ
ラ
ス
を
多
用
し
た
、
そ
の
透
明

と
う
め
い

な
建
築
ス
タ
イ
ル

は
、
※

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
と
呼
ば
れ
、
人
々
を
熱
狂

ね
っ
き
ょ
う

さ
せ
た
。
建
築

家
も
建
設
業
界
も
ガ
ラ
ス
の
箱
の
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
開
始
し
た
の

で
あ
る
。
人
間
は
ガ
ラ
ス
に
よ
っ
て
再
び
自
然
と
つ
な
が
っ
た
と
、

狂
喜

き
ょ
う
き

し
た
の
で
あ
る
。 

（
中
略
） 

そ
の
大
き
な
ガ
ラ
ス
は
、
本
当
に
内
と
外
を
つ
な
い
で
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
確
か
に
視
覚
的
に
は
、
内
と
外
は
つ
な
が
っ
て
い
て
、
ガ

ラ
ス
の
箱
の
中
か
ら
も
、
外
の
景
色
を
眺な

が

め
る
こ
と
が
で
き
た
。
外

を
歩
く
人
々
も
、
内
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
、
大
体
察
す
る
こ
と

は
で
き
た
。 

し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
、
内
と
外
は
、
少
し
も
つ
な
が
っ
て
い
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
に
よ
っ
て
、
こ
の
ガ
ラ
ス
の
箱

に
よ
っ
て
、
自
然
と
人
間
と
は
決
定
的
に
切
断
さ
れ
た
。
内
部
の 

環
境

か
ん
き
ょ
う

、
す
な
わ
ち
室
内
環
境
は
、
膨
大

ぼ
う
だ
い

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る

空
調
機
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
し
か
、
制
御

せ
い
ぎ
ょ

で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
空
調
機
を
廻ま

わ

し
続
け
、
そ
の
箱
の
中
の
照
明
器
具
を
と
も

し
続
け
る
た
め
に
、
石
油
を
垂
れ
流
し
続
け
る
必
要
が
あ
り
、
安
全

性
も
不
確
か
な
※

原
子
炉ろ

を
廻
し
続
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
ガ
ラ
ス
の
箱
と
郊
外

こ
う
が
い

を
通
勤
す
る
た
め
に
発
明
さ
れ
た
自
動
車

と
い
う
道
具
も
、
石
油
の
垂
れ
流
し
に
支
え
ら
れ
、
走
り
廻
っ
て
い

た
。
そ
れ
が
、
２
０
世
紀
と
い
う
時
代
の
正
体
で
あ
り
、
ガ
ラ
ス
の

箱
の
正
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

ア
メ
リ
カ
で
発
明
さ
れ
た
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に

世
界
に
※

伝
播

で

ん

ぱ

し
、
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
最

も
見
事
に
学
習
し
た
。
日
本
は
１
２
０
世
紀
シ
ス
テ
ム
の
優
等
生
で

あ
っ
た
。 

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
※

破
綻

は

た

ん

を
、
決
定
的
な
形
で
人
々
に
つ
き
つ
け
た

の
は
、
２
０
１
１
年
３
月
１
１
日
の
、
東
日
本
大
震
災

だ
い
し
ん
さ
い

で
あ
っ
た
。 

２
０
世
紀
の
人
類
が
築
き
上
げ
て
き
た
シ
ス
テ
ム
が
、
い
か
に
も
ろ

く
、
い
か
に
※

傲
慢

ご
う
ま
ん

で
あ
っ
た
か
を
、
大
地
震
と
大
津
波

お
お
つ
な
み

と
が
、
わ
れ

わ
れ
に
教
え
て
く
れ
た
。
最
高
の
優
等
生
が
、
最
も
も
ろ
か
っ
た
と

い
う
の
は
、
歴
史
の
※

皮
肉
と
も
、
必
然
と
も
感
じ
ら
れ
る
。 

２
０
世
紀
の
人
類
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
鉄
と
ガ
ラ
ス
を
使
っ
て
、

人
工
的
な
箱
を
次
々
と
建
設
し
、
増
殖

ぞ
う
し
ょ
く

さ
せ
、
世
界
を
覆お

お

い
つ
く
し

た
。
こ
の
ガ
ラ
ス
の
箱
は
、
工
業
技
術
の
力
に
よ
っ
て
万
全
な
強
度
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を
持
ち
、
人
工
的
な
空
調
シ
ス
テ
ム
、
給
排
水

は
い
す
い

シ
ス
テ
ム
、
照
明
シ

ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
人
間
に
完
璧

か
ん
ぺ
き

な
環
境
を
提
供
す
る
―
―
完
璧
な

箱
で
あ
る
と
、
人
々
は
確
信
し
、
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
自
然
と
い
う
大
き
な
※

リ
ア
リ
テ
ィ
の
前
で
は
、
こ
の
ガ

ラ
ス
の
箱
は
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
箱
を
支
え
て
い
た
は
ず
の

原
子
力
の
シ
ス
テ
ム
も
、
大
き
な
波
に
洗
い
流
さ
れ
て
機
能
を
失
い
、

機
能
を
失
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、※
放
射
能
を
周
囲
に
撒ま

き
散
ら
し
た
。 

２
０
世
紀
と
い
う
シ
ス
テ
ム
、
工
業
化
社
会
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
、

そ
し
て
そ
の
象

徴

し
ょ
う
ち
ょ
う

で
あ
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
ガ
ラ
ス
と
鉄
で
で

き
た
箱
が
、
い
か
に
傲
慢
で
無
力
で
あ
っ
た
か
を
、
わ
れ
わ
れ
に
、

つ
き
つ
け
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
０
２
０
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
会
場
と
な
る
国
立
競
技
場
は
、

３
・
１
１
が
つ
き
つ
け
た
も
の
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
、
反
映
し

た
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ガ
ラ
ス
に
よ
っ
て
内
と
外
を
つ
な
ぐ
と
い
う
の
は
、
そ
の
シ
ス
テ

ム
で
利
益
を
得
て
い
る
※

イ
ン
フ
ラ
産
業
、
建
設
産
業
が
考
え
出
し
た

工
業
化
社
会
の
※

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。 

ガ
ラ
ス
に
よ
っ
て
、
内
と
外
と
を
区
画
す
る
の
で
は
な
く
、
大
き

な
※

庇
ひ
さ
し

を
張
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
涼す

ず

し
い
風
の
通
る
、
気
持
ち

の
い
い
内
部
を
作
り
出
そ
う
と
、
僕ぼ

く

ら
は
考
え
た
。
庇
に
よ
っ
て
守

ら
れ
た
そ
の
場
所
は
、
も
は
や
内
部
と
呼
ぶ
必
要
も
な
い
。
そ
れ
は

内
部
で
も
外
部
で
も
な
く
、
た
だ
人
間
と
い
う
弱
い
生
き
物
が
、
自

然
と
い
う
と
て
つ
も
な
く
大
き
く
て
厳
し
い
も
の
の
中
で
、
だ
ま
し

だ
ま
し
、
な
ん
と
か
ギ
リ
ギ
リ
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
、
さ

さ
や
か
な
場
所
な
の
で
あ
る
。 

そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
、
そ
の
よ
う
な
自
然
観
に
基
づ

い
て
、
日
本
の
建
築
物
は
作
ら
れ
て
き
た
。
た
び
重
な
る
地
震
、
災

害
が
、
自
然
と
い
う
も
の
の
大
き
さ
、
強
さ
、
そ
し
て
人
間
と
い
う

も
の
の
弱
さ
、
は
か
な
さ
を
日
本
人
に
叩た

た

き
こ
ん
で
き
た
。
だ
か
ら
、

日
本
人
は
、
閉
じ
た
箱
を
作
ろ
う
と
せ
ず
、
庇
や
※

縁
側

え
ん
が
わ

と
い
っ
た 

 

※

曖
昧

あ
い
ま
い

な
装
置
を
使
っ
て
、
自
然
に
開
き
な
が
ら
、
自
然
の
美
し
さ
を

身
体
で
感
じ
な
が
ら
、
自
分
達
の
さ
さ
や
か
な
場
所
を
確
保
し
て
き

た
の
で
あ
る
。 (

隈
研
吾
『
ひ
と
の
住
処 

１
９
６
４-

２
０
２
０
』
に
よ
る) 

 

[

※
注]    

 
 

モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
…
…
従
来
の
１
９
世
紀
芸
術
に
対
し
て
、
伝
統

に
と
ら
わ
れ
な
い
表
現
を
追
求
し
た
建

築
の
こ
と
。 

 
 

原
子
炉
…
…
原
子
力
発
電
に
お
け
る
発
電
装
置
の
こ
と
。 

 
 

伝
播
…
…
広
い
範
囲

は

ん

い

に
伝
わ
って
い
く
こ
と
。 

 
 

傲
慢
…
…
思
い
上
が
り
、
人
を
見
く
だ
す
よ
う
な
態
度
や
様
子
。 

 
 

破
綻
…
…
物
事
が
う
ま
く
行
か
な
く
な
る
こ
と
。 

皮
肉
…
…
期
待
し
て
い
た
の
と
は
違
う
結
果
に
な
る
こ
と
。 
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リ
ア
リ
テ
ィ
…
…
現
実
と
い
う
意
味
の
こ
と
。 

 
 

放
射
能
…
…
放
射
性
物
質
が
放
射
線
を
出
す
力
の
こ
と
。
放
射
線

を
大
量
に
あ
び
て
し
ま
う
と
、
人
体
に
有
害
を
も
た

ら
し
て
し
ま
う
。 

 
 

イ
ン
フ
ラ
産
業
…
…
鉄
道
、
航
空
、
電
力
、
ガ
ス
会
社
な
ど
の
よ
う
に
、

社
会
の
基
盤
と
な
る
、
私
た
ち
の
生
活
に
密
着

し
た
サ
ー
ビ
ス
・
仕
組
み
を
提
供
す
る
こ
と
が
主

た
る
事
業
の
業
界
の
こ
と
。 

 
 

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
…
…
本
文
で
は
、
都
合
よ
く
作
ら
れ
た
話
の
こ
と
。 

 
 

庇
…
…
家
の
窓
や
出
入
口
の
上
に
取
り
付
け
ら
れ
る
日
除
け
や
雨

除
け
用
の
小
型
の
屋
根
の
こ
と
。 

 
 

縁
側
…
…
日
本
の
和
風
家
屋
の
独
特
の
構
造
で
、
家
の
建
物
の
へ
り

部
分
に
張
り
出
し
て
設
け
ら
れ
た
板
じ
き
状
の
通
路
の
こ

と
。
庭
な
ど
の
外
か
ら
直
接
室
内
に
上
が
る
用
途
も
も
つ
。 

 
 

曖
昧
…
…
内
容
が
し
っか
り
捉と

ら

え
に
く
く
、
は
っき
り
し
な
い
こ
と
。 

 
 

 

      

                      

庇（ひさし） 

縁側（えんがわ） 
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資
料
Ｂ 

 
今
日
、
環
境

か
ん
き
ょ
う

問
題
が
語
ら
れ
る
と
き
に
は
、
つ
ね
に
大
き
な
物
語

が
つ
き
ま
と
っ
て
く
る
。
地
球
温
暖
化
、
砂
漠

さ

ば

く

化
、
森
林
破
壊

は

か

い

、
低

炭
素
社
会
、
生
物
多
様
性
、
景
観
保
全
な
ど
な
ど
。 

 

こ
れ
ら
の
大
き
な
物
語
は
、
何
ら
か
の
危
機
感
を
も
っ
た
人
た
ち

に
よ
っ
て
作
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
※

フ
レ
ー
ム
だ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
大

事
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
物
語
が
何
で
も
蹴
散

け

ち

ら
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。 

 

こ
れ
ら
の
物
語
は
と
き
に
、
他
の
小
さ
な
物
語
を
抑
圧

よ
く
あ
つ

し
て
し
ま

う
。
生
物
多
様
性
の
保
全
を
目
的
に
設
置
さ
れ
た
自
然
保
護
区
が
、

こ
れ
ま
で
そ
の
地
区
を
利
用
し
て
い
た
住
民
を
追
い
出
し
て
し
ま
う
。

住
民
の
生
活
に
制
限
が
か
か
り
、
貧
困
化
し
て
い
く
。
「
生
物
多
様

性
」
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
と
い
う
※

啓
発

け
い
は
つ

活
動
が
、
地
域

の
歴
史
的
な
自
然
と
の
つ
き
あ
い
方
と
う
ま
く
か
み
合
わ
な
い
。
地

域
の
自
然
と
長
年
つ
き
あ
っ
て
き
た
住
民
が
、
「
自
然
の
専
門
家
」

の
登
場
に
よ
っ
て
、
隅す

み

に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
思

い
で
森
づ
く
り
に
集
ま
っ
て
き
た
人
が
「
生
物
多
様
性
の
保
全
」
に

つ
き
あ
わ
さ
れ
、
や
が
て
そ
の
活
動
か
ら
も
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。 

 

そ
う
い
う
も
の
で
な
い
自
然
再
生
の
形
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら

可
能
だ
ろ
う
か
。 

 

あ
る
と
き
私
は
、※
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
に
登
録
さ
れ
た
あ
る
北
海
道

の
湖
に
つ
い
て
、
地
域
の
人
た
ち
と
の
か
か
わ
り
を
知
り
た
く
て
、

学
生
た
ち
と
一
緒

い
っ
し
ょ

に
聞
き
取
り
を
し
て
い
た
。
し
か
し
い
っ
こ
う
に

そ
の
湖
の
話
が
出
て
こ
な
い
。
か
と
い
っ
て
住
民
た
ち
の
自
然
と
か

か
わ
り
が
薄う

す

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。 

 

よ
く
聞
く
と
、
近
く
の
大
き
な
川
に
ま
つ
わ
る
話
は
た
く
さ
ん
出

て
く
る
。
遊
び
の
話
、
魚
採
り
の
話
、
※

灌
漑

か
ん
が
い

の
話
、
子
ど
も
の
こ
ろ

泳
い
で
い
て
お
ぼ
れ
そ
う
に
な
っ
た
話
、
水
害
の
話
な
ど
、
豊
富
に

話
が
飛
び
出
し
た
。 

 

遠
く
か
ら
見
る
と
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
登
録
の
湖
が
目
立
つ
の
だ
け

れ
ど
、
地
域
の
中
か
ら
見
る
と
別
の
姿
の
自
然
が
見
え
て
く
る
。
し

か
も
そ
の
２
自
然
と
の
関
係
は
、
人
に
よ
っ
て
も
違ち

が

う
し
、
い
い
面

も
悪
い
面
も
あ
る
、
実
に
多
様
な
関
係
だ
っ
た
。
小
さ
い
け
れ
ど
豊

か
な
物
語
が
、
そ
こ
に
あ
る
。 

 
(

宮
内
泰
介
『
歩
く
、
見
る
、
聞
く 

人
び
と
の
自
然
再
生
』
に
よ
る) 

 [

※
注]    

 
 

フ
レ
ー
ム
…
…
本
文
で
は
、
物
事
の
考
え
方
の
こ
と
。 

 
 

啓
発
…
…
人
が
気
づ
か
な
い
と
こ
ろ
を
教
え
示
し
て
、
よ
り
高
い
認

識
・理
解
に
導
く
こ
と
。 

 
 

ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
…
…
湿
地

し

っ
ち

の
保
存
に
関
す
る
国
際
条
約
。
湿
地
の

生
態
系
を
守
る
目
的
で
、
１
９
７
１
年
に
制
定
さ
れ
た
。 

 
 

灌
漑
…
…
農
地
に
外
部
か
ら
人
工
的
に
水
を
供

給

き
ょ
う
き
ゅ
う

す
る
こ
と
。 
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問
一 

傍
線
部
１
「
２
０
世
紀
シ
ス
テ
ム
の
優
等
生
」
と
あ
る
が
、
こ
の

表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
筆
者
の
思
い
を
、
資
料
Ａ
の
言
葉
を
用
い
て
五
十

字
程
度
で
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
２
「
自
然
と
の
関
係
は
、
人
に
よ
っ
て
も
違
う
し
、
い
い
面
も
悪

い
面
も
あ
る
、
実
に
多
様
な
関
係
だ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
日
本

人
は
自
然
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
資
料
Ａ
の

言
葉
を
用
い
て
、解
答
欄
に
合
う
よ
う
に
四
十
字
程
度
で
説
明
し
な
さ
い
。 

問
三 

 

次
の
会
話
文
は
、資
料
Ａ
と
資
料
Ｂ
に
つ
い
て
の
な
つ
み
さ
ん
と
あ
き
こ
さ
ん

の
や
り
と
り
で
す
。
こ
の
や
り
と
り
を
読
ん
だ
う
え
で
、
あ
な
た
の
考
え
を
四
百

字
程
度
で
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
条
件
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
る
こ
と
。 

 

 

な
つ
み

ー
資
料
Ａ
を
読
ん
で
、
庇
や
縁
側
と
い
っ
た
も
の
を
初
め
て
知
り
ま

し
た
。 

あ
き
こ

ー
本
当
で
す
か
。
私
の
祖
母
の
家
に
は
縁
側
が
あ
り
ま
す
し
、 

 
 

資
料
Ｂ
の
よ
う
に
毎
年
川
遊
び
や
魚
捕
り
を
し
て
い
ま
す
よ
。 

な
つ
み

ー
今
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
な
か
な
か
自
然
と
触
れ
合
う
こ
と

は
難
し
い
の
で
、
と
て
も
う
ら
や
ま
し
い
で
す
。 

あ
き
こ

ー
家
の
中
に
い
て
も
自
然
や
季
節
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。 

条
件
…
…
次
の
よ
う
な
三
段
落
構
成
に
す
る
こ
と
。 

① 

第
一
段
落
に
は
、生
活
の
中
で
自
然
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
例
を
書
き
な
さ

い
。
こ
の
と
き
資
料
Ａ
・
Ｂ
で
用
い
ら
れ
た
例
以
外
の
も
の
に
す
る
こ
と
。 

② 

第
二
段
落
に
は
、
①
を
ふ
ま
え
、
あ
な
た
の
意
見
を
書
き
な
さ
い
。 

③ 

第
三
段
落
に
は
、
①
・
②
を
ふ
ま
え
、
あ
な
た
が
こ
れ
か
ら
心
が
け
た 

い
こ
と
に
つ
い
て
書
き
な
さ
い
。 

 
 

（
問
題
は
以
上
で
す
。
）



 

 

 

 

    



                      

受
験
番
号 

 

氏
名 

 



氏
名

4
2
0
字

4
0
0
字

3
0
0
字

2
0
0
字

1
0
0
字
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問 一
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問 三

人 間 は 、

受
 験

 番
 号

と い う こ と 。
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問 一

な も の で あ る と い う 思 い 。

す
2

体
中

る
0

で
で

世
感

、
も

じ
自

の
紀

だ
シ

て
然

ス
い

に
自

っ

た
開

然
た

テ

が
ム

き
と

は
な

い
、

人
受

 験
 番

 号
が

う
自

間
ら

大
然

、
き

の
に

前
完

模 範 解 答

自

で
璧

く

然
て 厳

は
な

の

環
美

し

し
い

慢
境

傲

提

で
を

さ
も

を

供

10
0

60
20

20

身
の

力

と い う こ と 。

の
無

省 略



 

（２０２１年度 第１回） 

 

 

適 性 検 査 Ⅱ 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 問題は１から３までで、１３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１１時１５分です。 

３ 声を出して読んではいけません。 

４ 計算が必要なときは、この問題用紙の余白を利用しなさい。 

５ 答えは全て解答用紙に明確に記入し、解答用紙と問題用紙を提出しなさい。 

６ 答えを直すときは、きれいに消してから、新しい答えを書きなさい。 

７ 受験番号と氏名を解答用紙と問題用紙の決められたらんに記入しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

淑徳ＳＣ中等部 
 

 

注   意 



 

 

 

 

問題は次のページからです。 
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１ 次の文章は東京でお出かけをしている親子のとある公園での会話である。 

 

春 子：お父さん、疲
つか

れた。 

父 ：少し休もうか。 

春 子：うん。 

父 ：私は健康のためにもここで立っているね。 

 

春子は座り込
こ

んだ。 

――――――――――――――休 憩 中
きゅうけいちゅう

―――――――――――――――― 

春 子：あ、お父さんと東京スカイツリーが同じ高さになっているよ。 

父 ：私は６３４ｍも身長はないが、一体、どういうことかな。 

春 子：私の位置からだと、お父さんと東京スカイツリーが同じ高さに 

見えるの。 

父 ：ああ、そういうことか。 

春 子：うん。 

父 ：春子、ここから東京スカイツリーまで、どれくらいの距離
き ょ り

があるか 

分かるかい。 

春 子：そんなのわからないよ。お父さんはわかるの。 

父 ：ああ、わかるとも。 

春 子：え、どうやって求めるの。 

父 ：２つの物体の高さが同じに見えるとき、その２物体から春子までの 

距離
き ょ り

と２つの物体の高さには、比例関係にあるんだ。 

その比例関係を使えば求めることができるよ。これを見てごらん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 図２ 
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父 ：図１は折り紙で作った高さ３５ｃｍのタワーだよ。 

春 子：図２はなに？ 

父 ：図１のタワーと１７．５ｃｍの鉛筆
えんぴつ

が移っている写真だよ。 

春 子：あれれ、おかしいね。タワーの高さと鉛筆
えんぴつ

の長さは違
ちが

うはずなのに、

写真で見ると同じ大きさになっているね。 

父 ：不思議だよね。図３を見てごらん。 

 

 

 

 

 

 

 

春 子：カメラと鉛筆
えんぴつ

とタワーが並んでいるよ。 

父 ：カメラから鉛筆
えんぴつ

までの距離は４０ｃｍだが、この時、カメラから 

タワーまでの距離
き ょ り

がわかるんだ。 

春 子：すごーい。 

父 ：その仕組みを、図４を使って説明をするよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 父 ：いま、点Ａの位置から撮影
さつえい

をしている。 

鉛筆
えんぴつ

は辺ＢＥの位置にあって、１７．５ｃｍ、 

辺ＣＤにはタワーがあり、辺ＣＤは３５ｃｍだよね。 

このとき、辺ＣＤは辺ＢＥの２倍だね。 

だが、２倍になるのは辺ＣＤだけではないんだ。 

辺ＡＣも２倍になるんだ。 

春 子：辺ＡＣは辺ＡＢの２倍になるの？ 

D 

C A B 

E 

図４ 

図 ３
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父 ：その通りだ。 

春 子：ということは、 

(カメラから鉛筆
えんぴつ

の距離
き ょ り

)×２ ＝ (カメラからタワーの距離
き ょ り

) 

という関係が成り立つね。 

つまり４０×２＝８０（ｃｍ）になるね。 

父 ：そのとおりだ。 

この考え方で、スカイツリーまでの距離
き ょ り

が出せるよ。 

ただ、いつも２をかければ良いというわけではないよね。 

春 子：んー、そうか。 

父 ：私の身長は２００ｃｍ。春子は図３ではＡ地点にいるとして、私まで

の距離
き ょ り

は４ｍあるから、この図を使うと、私から東京スカイツリーま

での距離
き ょ り

はわかりそうだよね。 

春 子：お父さんすごいね。 

 

 

〔問題１〕 

下線部、お父さんからスカイツリーまでの距離は何 m か求めなさい。ただし、

図を使って途中
とちゅう

の考え方を書きなさい。 
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少し休 憩
きゅうけい

をするためにカフェを探している場面である。 

春 子：そういえば、２０１９年１０月１日に消費税が８％から１０％に 

変わったね。 

父 ：だけど、いろんな飲食店では、テイクアウトすれば８％になるよう 

な取り組みもしているね。 

春 子：そうだったね。できればテイクアウトをして家で食べたほうがお得

だね。 

父 ：でも、お店で食べると同じ食べ物でもおいしく感じるから、店内で 

食べるのも魅力的
みりょくてき

だと思うよ。 

春 子：お父さん、これを見て。(図５) 

父 ：面白いお店だね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春子さんとお父さんはこのお店で、ケーキを食べることにしました。 

  

図５ 
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春 子：もし、食べきれなかったら、お家で留守番をしているお母さんに 

持って帰ろうよ。 

父 ：いい考えだね。 

――――――――――――――食後――――――――――――――― 

春 子：もうおなかいっぱいだよ～。しあわせ～。 

父 ：それはよかった。思ったより量が多くて食べきれなかったね。 

春 子：おいしかったから満足だよ。 

父 ：では、お会計しようか。店員さん、残った分は持ち帰りたいのです 

が、いくらですか。 

店 員：はい、かしこまりました。お会計は 〇〇円 です。 

 

〔問題２〕 

春子さんたちが食べ残したケーキの底を調べる 

と右図の青い部分になった。 

下線部〇〇円は一体いくらなのか、求めなさい。 

ただし、この図形の真上の部分には 

手を付けていないものとする。 

 

 

 

  

10cm 

10cm 

10cm 

10cm 
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２ はるなさんは、学校で社会の授業で発電について学習しました。 

 

はるな：今年の夏はテレビで、電気に関するニュースをよくやっていました。 

先 生：今年の夏も昨年に続いて、節電が重要だったからですね。なぜだか

わかりますか。 

はるな：それは、東日本大震災以降、原子力発電所の安全性が問題になった

からです。震災前は、原子力発電でどれくらいの量の発電をしてい

たのかな。 

先 生：それでは、資料１を見てください。 

はるな：量を見てもわかりにくいですね。 

先 生：では、割合を求めてグラフで表してみましょう。 

 

資料１ ある年の日本の発電量（億 kWh） 

 

 
 

（資源エネルギー庁資料より） 

 

〔問題１〕  

 資料１の数値を使って、ある年の日本の発電方法別の発電量割合を百分率

で求めなさい。なお、解答は小数第 1 位を四捨五入して整数で求めなさい。 

 

 

 

 

  

総発電電力量  9 8 4 5  

原子力 3 0 5 1  

水力 8 1 7  

石油火力 9 3 5  

石炭火力 2 5 3 0  

天然ガス火力 2 3 4 3  
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授業の後、はるなさんは、発電方法ごとに長所と短所があるのではないか

と考えました。そこで、はるなさんは先生のところへ質問に行きました。 

 

はるな：地球温暖化の原因にもなる二酸化炭素は、発電するときにも出ます

よね。 

先 生：もちろん出ます。 

はるな：発電方法によって、差はあるのですか。 

先 生：かなりの違いがあります。資料２を見てください。 

はるな：なるほど、発電方法によって、二酸化炭素の排出量は全く違います

ね。 

 

資料２ 発電方法別の１kWh あたりの二酸化炭素排出量（ｇ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （電力中央研究所資料より） 

 

〔問題２〕 資料２を見て、石炭火力・石油火力・天然ガス火力のそれぞれ

と比較して、原子力発電における二酸化炭素の排出量の特徴に

ついて、具体的な数値を使って答えなさい。 

 

 

 

 

  

石炭火力  9 7 5  

石油火力 7 4 2  

天然ガス火力 6 6 8  

太陽光 5 3  

風力 2 9  

原子力 2 2  

地熱 1 5  

中小水力 1 1  
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次に先生は、資料３・資料４・資料５を見せてくれました。 

 

先 生：地球温暖化の原因でもある二酸化炭素の排出量は、日本も含めた先

進国と、新興国と言われる急速に発展している国が、非常に多くな

っています。先進国の一部では、二酸化炭素の排出量を減らす取り

組みをしていますが、世界全体ではまだまだ不十分です。 

 

 

 

〔問題３〕  

（1） 資料３の数値を使って、中国・アメリカ・ロシア・インド・日本・

ドイツ・フランスの、国別の二酸化炭素排出量の割合を百分率で求

めなさい。なお、解答は小数第２位を四捨五入して、小数第１位ま

で求めなさい。 

 

（2） 資料３・４を見て、中国・アメリカ・フランスの中から１つの国を選

び、日本とともに人口１００万人あたりの二酸化炭素排出量が何億ト

ンになるかを計算し、その数値を使って日本の二酸化炭素排出量の特

徴について、あなたが選んだ国と比較して答えなさい。なお、二酸化

炭素排出量に関する数値は小数第３位を四捨五入して、小数第２位ま

で求めなさい。 

 

（3） 資料５を見て、２００２年から２０１９年までの日本における二酸化

炭素排出量の変化の特徴について、具体的な数値を使って答えなさい。 
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資料４ 

ある年の世界の人口 

    （100 万人） 

（統計局資料より） 

（百万トン） 

（全国地球温暖化防止活動推進センター資料より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 日本の二酸化炭素排出量の移り変わり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国 1 3 2 8 . 3  

アメリカ 3 0 5 . 0  

ロシア 1 4 3 . 3  

インド 1 1 9 0 . 9  

日本 1 2 8 . 1  

ドイツ 8 2 . 5  

フランス 6 2 . 1  

世界の二酸化炭素排出量 2 9 5 . 0  

中国 6 5 . 2  

アメリカ 5 6 . 6  

ロシア 1 6 . 2  

インド 1 4 . 5  

日本 1 1 . 8  

ドイツ 7 . 7  

フランス 3 . 5  

1279
1293

1380
1364 1370

1240

1213

1100

1150

1200

1250
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1350

1400

2002 2005 2011 2014 2016 2018 2019

〔環境省 2009年度温室効果ガス排出量(確定値）のデータをもとに作成〕

資料３  

ある年の国別の二酸化炭素排出量 

（億トン） 
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３ さおりさんとはるかさんはてんびんを使った実験を終え、自分たちで他の 

仮説を立てて実証してみようとしています。 

先 生：まず、初めに力のつり合いの復習をしていきましょう。前回授業で 

お話ししたようにつり合うとは一直線上に同じ力で反対側に向かっ 

て引っ張り合ったり、押
お

し合ったりするときにおこりましたね。覚え 

ていますか？ 

さおり：覚えています。これは運動会の綱
つな

引きで一時的に止まった時に見られ 

たりする話でしたよね。実際に四角く切った画用紙を使ったりして 

引っ張ったのを覚えています。 

はるか：あとは、私たちも今、ここに立てているということはつり合っている 

んですよね？ 

先 生：そうでしたね。机の上の筆記用具などもそれにあたるっていう話もし 

ましたね。少し特別な力の話もしましたが、何だったか覚えています 

か？ 

さおり：「垂直抗力」って言ってました。物に対して、真上に働く力でした 

よね。 

先 生：正解です。素晴らしいですね。お互いに引っ張り合っているわけでは 

なく、押し合っている状態になっているって話したんですよね。 

はるか：垂直抗力に対して何の力が働いているんでしたっけ？ 

先 生：それは、「重力」ですね。はるかさんも重力の力は受けていますよ。 

はるか：そうなんですか？ 

先 生：物が落ちるのも、重力があるからなんですよ？ 

はるか：なるほど、あまり意識したことないので、不思議な感じですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問題１〕 力がつり合う条件を、文中より３つ抜
ぬ

き出し簡潔に答えなさい。 

  

机 
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先 生：これらの「引っ張り合い」や「押し合い」が同じ力で働くときにどう 

見えるかを覚えていますか？ 

さおり：つり合っているから止まって見えている、でしたよね。 

先 生：そうですね。そこで今回は、このつり合いの次のステップに入ろうと 

思います。まずは、よく校庭にあるシーソーを思い出してください。 

はるか：シーソーはお互
たが

いでジャンプする感じで遊ぶやつですよね。あれ、 

自分より重い人と遊ぶと全く動かなくて、楽しめなかった記憶
き お く

があり 

ます。 

先 生：いい体験をしていますね。実は、体重の差があっても楽しく遊べる 

方法があるのです。 

さおり：そうなんですか？ 

先 生：はい。大きく分けて大人数で遊ぶか、座る場所を変えるという方法が 

あります。 

はるか：重い人と同じ重さになるように調節するってことですか？ 

先 生：素晴らしいですね。その通りです。もう一つはどうでしょう。 

さおり：重さを同じにするために片方に座る人数を増やすとかですか？ 

先 生：すばらしいですね。その通りです。さらに最終的に人数と座る場所を 

変える方法も考えていくとより面白くなるかと思います。さすがに 

それを校庭で行うのは難しいので、この単純に作成されたてんびんを 

使って考えてい見ようというのが今日の実験です。 

はるか：わかりました。 

さおり：このてんびんのほかには何を使えばいいですか？ 

先 生：そうですね。あとはこれらの「重り」と「タコ糸」、「テープ」を 

使って実験します。 

 

 

 

 

※棒の長さ１００cm、  １０ｇ、  ５０ｇ、▲は自由に左右動かせる。 

※タコ糸の長さは今回、考えないものとする。 

※左（重さ×距離
き ょ り

）＝右（重さ×距離）が成り立つ。 

 

さおり：いくつか重りのパターンがあって単純につり合わせる以外も考えら 

れて楽しいですね。 

先 生：力のバランスを考えられたらいくつかパターンを考えられますね。 

 

 

 

イメージ図 
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〔問題２〕 てんびんの右側に５０ｇの重りをつけたとき、反対側に１０ｇ 

の重りをいくつつけると左側に 傾
かたむ

くか、最小数で答えよ。ただし、 

▲からの距離は左右均等であったとする。 

 

〔問題３〕 ▲を３：１の位置に設定するとき、右に  と、左に  を 

１つずつつけた場合、どちらに傾くか、計算式も踏まえて説明 

しなさい。 

 

先 生：実際にいくつか自由に動かしてみて、何かわかりましたか？ 

はるか：▲の位置によって重さが違っても安定することに驚
おどろ

きました。 

さおり：これを利用して、何かできることはないかしら。 

先 生：それ自体は簡単にできますよ？身近なもので考えてみましょうか。 

はるか：え、何があるのかな？ 

さおり：ん～、なんだろう？重さが違っても安定するってことは…。 

はるか：軽い重りでも重たい重りと安定するってことは、軽い力で持ち上げら 

れる？ 

さおり：そうか、そしたら私たちの力でも男子が持ち上げられる物を持ち上げ 

ることができる？ 

はるか：え、もしかしたら大人が持ち上げる物も持ち上げられる？ 

先 生：素晴らしいですね。良い視点です。では、どうやったら持ち上げられ 

るか考えて見ても良いかもしれませんね。 

さおり：まずは、下に押す力を確認する必要があるのかな？私たちはどれくら 

い押す力があるのかな？はるかさんは、計ったことある？ 

はるか：私も計ったことはないわ。 

先 生：そうしたら、まずは計ってみましょうか。と言っても、簡単に計る 

ことはできます。 

はるか：そうなんですか？ 

先 生：これです。 

さおり：え、体重計ですか？ 

先 生：そうです。これを机において、スイッチ入れた後、押しつければ終わ 

りです。このとき、必ず、全力で数秒間続けて下さいね。落ち着いて 

きた時点の数値がそれぞれの力です。ただし、足を宙に浮
う

かせるのは、 

やめましょう。体重がばれてしまいますからね。 

さおり：なるほど。それは嫌
いや

ですね。じゃあ私からそこに気を付けて、やって 

みますね。 

先 生：…だいたい１０㎏かな？ 

はるか：じゃあ次は私の番ですね。…ふんっ。 

先 生：…はるかさんは、２０㎏ぐらいかな？すごいですね。 
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はるか：やった。じゃあこの力で何㎏まで持てるようになるかを試してみよう。 

先 生：そうですね。じゃあこの実験をする前にまず、会話をスムーズに行う 

ためにそれぞれの名 称
めいしょう

などを把握
は あ く

しておきましょう。さっきの▲の 

位置が「支点」といいます。持ち上げたい物がついているところを「作 

用点」といいます。実際に力を加えるところを「力点」といいますの 

で。まずは覚えておきましょう。 

はるか：ということは、私たちが押すところが「力点」になるということです 

ね。 

先 生：そういうことですね。では、今回は支点の位置を固定して考えてみま 

しょう。 

さおり：左（重さ×距離）＝右（重さ×距離）が成り立つって、さっき習った 

から、これを踏まえて、私たちがより重い物を持ち上げるためには 

どこに支点を固定するといいのかな？ 

はるか：そうね。ひとまず校庭にあるシーソーと同じサイズにするといくつに 

なるか調べてみたら、いいかもしれないね。 

先 生：そういうと思いまして、すでに計ってきました。あのシーソーの横幅
よこはば

 

は、４ｍでした。 

さおり：ありがとうございます。そうしたら、先生を持ち上げるとして…。 

先 生：そうなんですか？じゃあ私の体重は秘密にしておいたら面白そうです 

ね。 

はるか：じゃあ、支点の位置はどこにしましょうか？横幅も４ｍだし、４分割 

して考えてみたら考えやすいかな？ 

さおり：そしたら、左：右＝１：３にしてみよう。だから、左から１ｍのあた 

りに支点を置こう。 

先 生：じゃあ実際に、二人が右を下に押したときと左を下に押したときの力 

を計算しましょう。ついでに二人で押したときも考えて見るとより 

面白くなりそうですね。それぞれ、計算が済んだら、実際に校庭で 

実験してみましょう。そして、私の体重を当ててください。 

 

〔問題４〕 先生が左側に座り、はるかさんが下に押したときに浮いたと 

する。その後、先生が３０㎏の荷物を抱
かか

えてシーソーに座った 

ときに先生が持ち上がる組み合わせを下記より選び、計算の仕 

方を説明しなさい。 

 

１ 先生が右側に座り、はるかさんが下に押した。 

２ 先生が右側に座り、二人で下に押した。 

３ 先生が左側に座り、さおりさんが下に押した。 

４ 先生が左側に座り、二人で下に押した。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 験 番 号 氏  名 

  

 



（02①　淑徳SC）

※のらんには、記入しないこと

解　答　用　紙 適　性　検　査　Ⅱ

受 験 番 号 氏　　名 得　　点

※



〔問題２〕

※

１
〔問題１〕

※



選んだ国

※

※

〔問題３〕(3)

※

〔問題３〕(1)

〔問題３〕(2)

２

中国 ％アメリカ ％ ロシア ％

日本 ％ ドイツ ％

インド ％

フランス ％

〔問題１〕
※

※

〔問題２〕

％

原子力 ％

石炭火力

水力 ％ 石油火力 ％

天然ガス ％



〔問題２〕

〔問題３〕

〔問題４〕

※

３
〔問題１〕

※

※

※



（02①　淑徳SC）

※のらんには、記入しないこと

解　答　用　紙 適　性　検　査　Ⅱ

※

受 験 番 号 氏　　名 得　　点



〔問題２〕

図を描くと右のようになる。

倍率は634÷2＝317
(春子からお父さんの距離)×317＝(春子からスカイツ
リーの距離)となるから、
4×317＝1268
求めたいのは、父からスカイツリーまでの距離であるか
ら、1268－4＝1264
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ.1264ｍ

※

図の青い部分は持ち帰る分のケーキの面積である。持ち帰る
分・店内で食べた分の体積を別々で求めていく。

持ち帰る分
上半分は１辺10ｃｍの正方形の面積を求めればよい。
10×10＝100(cm^2 )
下半分は、直角三角形である。
直角三角形の縦の長さは10÷2＝5となる。
ゆえに、面積は、10×5÷2＝25(cm^2 )
正方形と直角三角形の面積の和は、100+25=125(cm^2 )
このケーキは高さ10cmあるので、
持ち帰る分の体積は、125×10＝1250(cm^3 )
税抜き価格を求めると、1250×0.8＝1000(円)
よって、税込み価格は　1000×1.08=1080(円)　⋯①

食べた分
元々のケーキの体積は、20×20×10=4000(cm^3 )
食べた分のケーキの体積は、4000-1250=2750(cm^3 )となる。
税抜き価格は2750×0.8=2200(円)
税込み価格は2200×1.1＝2420(円)　⋯②

①、②から、1080+2420=3500(円)　　　　　　A.3500(円)

※

〔問題１〕

１



※

〔問題３〕(3)

2002年から2016年までは増加傾向にある。2018年からは
減少し始めており、一番数値の高い2011年と2019年を比
べると、約12％減っている。

※

日本の人口100万人あたりの二酸化炭素排出量は、約0.09
億トンである。それに対して中国は約0.05億トンであ
る。したがって、日本の同じ人口あたりの二酸化炭素排
出量は、中国の約2倍となっており、中国より多い。

※

※

〔問題３〕(1)

中国 22.1　％アメリカ 19.2　％ ロシア 5.5　％ インド

〔問題２〕

原子力は、二酸化炭素に比べて約2％、石油火力に比べ
て約3％、天然ガス火力に比べて約3％しか排出しない。
二酸化炭素排出量が非常に少ない発電方法であると言え
る。

4.9　％

選んだ国 （例）　中国

２
〔問題１〕

1.2　％
※

〔問題３〕(2)

日本 4.0　％ ドイツ 2.6　％フランス

9　％

石炭火力 26　％ 天然ガス 24　％

原子力 31　％ 水力 8　％ 石油火力



〔問題２〕

〔問題３〕

〔問題４〕

まず、1×先生＝3×20より先生の体重を60ｋｇ予測
する。30ｋｇの荷物を持っているので、60＋30＝90ｋｇ
となる。はるかさんは20ｋｇの力でさおりさんが10ｋｇの
力で押すことができる。以上のことから、計算式は
左に先生を座らせて、90ｋｇ×1ｍ＝30ｋｇ×3ｍが等
しく
なるため、選択肢は「４」が正しいということになる。 ※

３
〔問題１〕

一直線上に力がはたらく

反対方向に力がはたらく

同じ大きさの力がはたらく

４

※

６個
※

左側が100×3/4＝75ｃｍ
10×75＝750となる。
右側が100×1/4＝25ｃｍ
50×25＝1250となる。
そのため、力が500大きい
右側の方へ傾く。

※



 

（２０２１年度 第１回） 

 

 

適 性 検 査 Ⅲ 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 問題は１から２までで、13 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１２時１５分です。 

３ 声を出して読んではいけません。 

４ 計算が必要なときは、この問題用紙の余白を利用しなさい。 

５ 答えは全て解答用紙に明確に記入し、解答用紙と問題用紙を提出しなさい。 

６ 答えを直すときは、きれいに消してから、新しい答えを書きなさい。 

７ 受験番号と氏名を解答用紙と問題用紙の決められたらんに記入しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

淑徳ＳＣ中等部 
   

 

注   意 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題は次のページからです。 
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１ 春子さんが父と運動場に来ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春 子：お父さん、この運動場とっても広いのね。こんな広いトラックを走 

  ったら、疲
つか

れちゃうわ。 

父 ：そうだね。新国立競技場に似せた運動場なんだ。試しに歩いてみよう 

 か。 

春 子：うん。お父さんは、ゴールのところでどれくらい時間がかかったのか 

計測して。 

春子さんは直線では１ｍを
１０

９
秒で、 曲線を分速２５ｍで歩きました。 

 

数分後・・・ 

 

父 ：頑張ったね。タイムは１３分１６．９１０４秒。 

春 子：なかなか良いタイムじゃない。 

父 ：いいや、春子、１レーンだけ歩いていればもっと良いタイムになった

はずだ。途中
とちゅう

で１レーンから２レーンへ移動したのではないかい。２

レーンは１レーンより２ｍ外側にあるから、遠回りしているね。 

春 子：すごい。お父さん、よく分かったわね。でも、どの場所で２レーン

に移動したかは分からないでしょ。 

父 ：ではどこで変
へん

更
こう

したか当ててみるよ。 

 

 

スタート 

図１ 

Ａ Ｂ 
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〔問題〕 

春子さんがレーン変
へん

更
こう

した場所を当てるためにお父さんは次のようにして考

えました。①～⑪に当てはまる数を答えなさい。⑫は記号ア.～カ.で答えなさ

い。ただし、次の条件の上で問題を解くものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・内側のレーンを 1 レーン、外側のレーンを 2 レーンとする。 

・春子さんは途中
とちゅう

で１回だけレーンを変更
へんこう

し、１レーンから２レーンに移動する。 

・カーブは点Ａ、点Ｂを中心とする半円とする。 

・レーンに幅はあるが、歩くときは最短距離
き ょ り

を歩くこととする。 

・円周率は３．１４とする。 

条件 
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《お父さんの考え》 

春子さんは直線では１ｍを
１０

９
秒で歩いたわけだから、 

分速 (  ①  ) ｍで直線を歩いた。曲線は分速２５ｍで歩く。 

仮に、１レーンを１周したら、どのくらい時間がかかるのかを考える。 

【１レーンを１周した場合】 

 

 

 

 

 

 

 

直線の合計距離
き ょ り

は２１６ｍだから、直線を歩くのにかかった時間は 

２１６÷ (  ①  ) ＝４分 

曲線の合計距離
き ょ り

は２１９．８ｍだから、曲線を歩くのにかかった時間は 

２１９．８÷２５＝８．７９２ 分 

 

よって、1 周するのにかかった時間は１２．７９２分、 

合計距離
き ょ り

は４３５．８ｍとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 

Ａ Ｂ 
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【折り返しの直線でレーン変
へん

更
こう

をした場合】 

 

 

 

 

 

 

 

直線の合計距離
き ょ り

は２１６ｍとなる。直線を歩くのにかかった時間は合計４分。 

このとき、1 レーンの曲線は (  ②  ) ｍ、2 レーンの曲線は  (  ③  ) ｍ、

曲線の合計距離
き ょ り

は２２６．０８ｍ、曲線を歩いた時間の合計は (  ④  ) 分と

なる。 

 

 

【実際に歩いた道のり】 

 

 

 

 

 

 

 

直線の合計距離
き ょ り

は２１６ｍとなる。直線を歩くのにかかった時間は合計 4 分。 

実際にかかった時間１３分１６．９１０４秒は (  ⑤  ) 分 だから曲線を歩

いた時間は (  ⑥  ) 分となる。 

このとき、１周した時に歩いた距離は (  ⑦  ) ｍとなる。 

ここで、 (  ④  ) 分と (  ⑥  ) 分を比べると、 (  ⑥  ) 分の方が時間が

長いので、前半のカーブでレーン変
へん

更
こう

をしてより長い距離
き ょ り

を歩いたことが分

かる。 

 

 

 

 

図３ 

図４ 
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《直径が変わると歩く距離
き ょ り

も変わる》 

半円やおうぎ形において、直径が変わると歩く距離
き ょ り

も変わってくる。 

 

【半円を歩いた場面を考えよう】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１レーンを半周分歩いた場合、直径は７０ｍだから、その距離
き ょ り

は 

７０ × ３．１４ ×
１８０

３６０
＝１０９．９ｍとなる。 

２レーンを半周分歩いた場合、直径は７４ｍだから、その距離
き ょ り

は 

７４ × ３．１４ ×
１８０

３６０
＝１１６．１８ｍとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 
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【次におうぎ形を考えよう】 

例えば、中心角が１°のおうぎ形を考えた場合はどうなるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 レーンを歩くと  

１０９．９ ×
１

１８０
＝０．６１０５５ ｍ(小数第６位以下は切り捨て) 

となる。 

２レーンを歩くと (  ⑧  ) ｍ (小数第６位以下は切り捨て)となる。 

(  ⑧  ) ｍ − ０．６１０５５ ｍ ＝ (  ⑨  ) ｍ 

よって、カーブを１°だけ１レーンから２レーンに変更
こう

すると (  ⑨  ) ｍ 

距離
き ょ り

が長くなる。 

《前半のカーブの途
と

中、何度の位置でレーン変更
へんこう

したかを求める。》 

実際に歩いた距離
き ょ り

と 1 レーンだけを 1 周歩いたときの距離
き ょ り

の差は 

(  ⑦  ) ｍ − (  ②  ) ｍ ＝ (  ⑩  ) ｍとなる。 

つまり、(  ⑩  ) ｍ ÷ (  ⑨  ) ｍ ＝ (  ⑪  ) (小数第１位を四捨五入) 

ここから、(  ⑫  ) ことが分かる。 

 

ア.カーブに入ってから３５１°の位置でレーン変更をした 

イ.カーブに入ってから１８９°の位置でレーン変更をした 

ウ.カーブに入ってから１７１°の位置でレーン変更をした 

エ.カーブに入ってから ８１°の位置でレーン変更をした 

オ.カーブに入ってから ７９°の位置でレーン変更をした 

カ.カーブに入ってから  ９°の位置でレーン変更をした 

1° 

図６ 
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２ はなさんとかおるさんは動物園にて先生と話している。 

は な：私、動物園に来たの初めてなんだよね。 

かおる：そうなんだ。私は家族で何度か来ているから見慣れているよ。 

先 生：おはようございます。今日は、いい天気ですね。 

かおる：先生、おはようございます。本当にいい天気ですね。ただ、午後から

雨が降るって天気予報で言っていましたよ。 

は な：そうなの？どうしよう、私、傘
かさ

持ってきてないよ。 

先 生：お、雨が降るのなら今日は本当に、動物園に来て良かったですね。 

かおる：私の傘
かさ

は大きめだから一緒
いっしょ

に入れてあげます。それにしても先生、な

ぜ雨が降るかもしれないと、動物園に来て良かったことになるんです

か？ 

先 生：それは雨が降ったらお話ししましょう。それでは時間ももったいない     

ので、入園しましょう。はぐれないようについてきてくださいね。 

～～～ 

先 生：それでは、ここから説明していきましょう。 

は な：おサルさんだ。可愛いですね。 

かおる：私はあまり得意ではないかも。 

は な：え、あんなに可愛いのに？ 

かおる：私たちと同じような形をしているからなんだか、怖
こわ

くて。 

先 生：お、同じような形をしていることに気が付いているのは素晴らしいで 

すね。 

かおる：そうなんですか。 

先 生：はい、サルと私たちヒトは同じ「霊長類
れいちょうるい

」という分類に入ります。 

は な：れいちょう、るい？ 

かおる：同じ分類なんですか？ 

先 生：そうだよ。他にも生き物は分類をされていて、例えば、あそこにいる

ライオンとよく町中にいる猫
ねこ

も同じ分類になるんだよ。 

は な：そうなんですか？ 

かおる：え、ライオンはお肉を食べてますけど、猫
ねこ

は食べていますか？ 

先 生：いい指摘
し て き

だね。よくある歌で猫
ねこ

は何をくわえているかな？ 

は な：お魚？ 

先 生：正解。魚も「魚肉」と言うよね？ 

かおる：確かにお肉を食べていることになりますね。 
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は な：ネズミを追い回しているイメージもあります。 

先 生：そうだね。それも「肉」だよね。 

かおる：お肉を食べる動物を今、話していましたが草を食べている動物もいま 

すよね？ 

先 生：そうだね、肉食動物とは違
ちが

い、草食動物というね。 

は な：お馬さんとか、シマウマとか鹿とか！ 

先 生：そうだね。では、肉食動物と草食動物の違いは食べ物以外で、他にあ

るのわかるかな？ 

かおる：…目の位置？お馬さんとかの目は横についていた気がする。 

は な：確かにそうだね。シマウマも鹿もそうだった気がするわ。 

先 生：素晴らしいですね。ちなみに肉食動物の場合はどうでしょう？ 

は な：私たちと同じように前についているような気がするわ。 

先 生：では、次に、食べ物の噛
か

み方にも違
ちが

いがあるのを知っていますか？ 

かおる：え、そうなんですか？ 

先 生：ええ、特に食べるものによって形がそれぞれ異なっていて、噛
か

み方も

変わるんだよ。 

は な：確かに、見た目としては、肉食動物は牙
きば

が生えているけど、草食動物

には牙
きば

は見当たらない気がします。 

先 生：その通りです。それは何でだと思いますか？ 

かおる：ライオンとかは、肉を食べていて、鹿とかは、草を食べているから？ 

先 生：皆
みな

さんは草を食べるときと肉を食べるときはどこの歯を使って噛みま 

すか？ 

かおる：あ、肉は前歯の方で噛
か

み切るかも。野菜は奥
おく

歯でよく噛
か

んでいる気が

します。 

先 生：そうだね。そうすると牙は、噛
か

み切るときに使うから肉食動物には必

要だよね。そして、草食動物のように草は噛
か

み切りにくいから奥
おく

歯で

すりつぶして食べているんだ。だから草食動物は下のあごを横に動か

すような動きをしているのだよ。 

は な：…あれ？なんで私たちはどちらの歯も持っているのでしょうか。 

先 生：それは簡単ですよ。私たちは、何でも食べることができるように進化

したいわゆる、雑食動物にあたるからですよ。だから、それぞれの中

間のような歯並びをしていて、前歯で噛
か

み千切って奥
おく

歯ですりつぶす

ような食事の仕方ができるのです。 
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かおる：そうなんですね。 

先 生：ちなみに、目の付き方に関してもう一つ言うなら、弱肉強食の性質か

ら視野の範囲
は ん い

と見え方に違いが出ているのですが、それはなんだと思

いますか。 

は な：お馬さんは、後ろも見えているって聞いたことがあります。 

先 生：その通りです。横に目がつくことで、ほとんど 360°見れていると言わ 

れています。ちなみに視野が広い代わりに、遠近に関しては判断がつき 

にくいようになっています。それは、何かがいれば逃
に

げるという行動に  

移るため、どこにいるかまで理解する必要がないからとも言われてい  

ます。 

は な：逆に肉食動物や私たちは目が前方に向かってついていますが、それは 

なぜですか？ 

先 生：それは簡単です。逃
に

げる必要がなく、見つけたら狩
か

りをする側だから

です。 

そのため、視野は狭
せま

いですが、草食動物とは異なり、距離感
きょりかん

の認識に

は長けています。それが判断できないと、追いつくことができません

からね。 

かおる：面白いですね。目のつき方や歯の形でこんなに違
ちが

いがあるんです 

ね。 

 

 

〔問題１〕 肉食動物と草食動物の違
ちが

いを目の付き方と歯の形に触
ふ

れながら

簡潔に説明しなさい。 

 

〔問題２〕 ヒトのように肉食でも草食でもなく、何でも食べる動物を何とい

うか。 

 

は な：…あ、雨が降ってきましたね。 

先 生：お、素晴らしいですね。では、これから外に出て、動物を見ていきま

しょう。 

かおる：え、雨降りだしたら、私たちも濡
ぬ

れてしまいますよ？ 

は な：なぜ、今なんですか？ 

先 生：それは、見てからのお楽しみです。ほら、行きますよ。 
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二 人：はぁい。 

先 生：ほら、さっきまで寝
ね

ていたり、奥
おく

にいた動物たちは何をしているかな？ 

かおる：…元気に動き回っています。 

は な：あれ？なぜですか？雨なのに楽しそうに見えます。 

先 生：皆
みな

さんは、毎日、体を洗いませんか？ 

かおる：洗いますよ？ 汚
きたな

いですし。 

先 生：何でお風呂
ふ ろ

に入れるのですか？ 

は な：え、お風呂
ふ ろ

があるからですよね？ 

先 生：私たち、ヒトがお風呂
ふ ろ

を作ったから入れるんですよね？ 

かおる：そうですね。それとこの雨に関係はあるんですか？ 

先 生：もし、サバイバルをしていてお風呂
お ふ ろ

に入れなかったりシャワーを浴び 

られなかったときに雨が降ってきたらどうしますか？ 

は な：あ、たぶん雨をシャワーの代わりにするかもしれません。 

かおる：なるほど、動物にとっては、これが天然のシャワーになるのでしょう

か。 

先 生：その通りです。だから、雨が降るときは、この様子が見られるのです。 

そして、動物園で飼育されている動物たちの自然に近い 状 況
じょうきょう

が間近 

で見られるのは、この時だけといっても言い過ぎではありません。 

かおる：なるほど、私たちの当たり前で考えていたため、想像もつきませんで 

した。 

は な：自分以外の視点で考えることがこんなに奥
おく

が深いとは考えもしません 

でした。 

先 生：そうですね。意外と動物園は、なんとなく見ること以外でも楽しむこ 

とができるんです。 

かおる：せっかくなので、今のうちに動物園をもう一周まわってきてもいいで 

すか？ 

は な：私も一緒
いっしょ

に行ってきます。 

先 生：いいですよ。私はここで待っていますので、一周したらまだ見ていな 

い建物の中にも行ってみましょう。 

は な：はい、では行ってきます。 

 

〔問題３〕 先生は、なぜ下線部のようなことを言ったのか、ヒトの生活と

比較
ひ か く

しながら説明しなさい。 
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先 生：お、あれは、動物に関する資料が展示されているようだね。行ってみ

ましょうか。 

かおる：ここに飼育されている動物のことは、いろんな場所に説明が書いてあ 

りましたね。 

は な：それも結構詳
くわ

しく書いてあったけど、ここには何があるんだろう。 

先 生：ここには、すべての動物が自然に暮らしているとしたらどうなるのか 

が、書いてあるようですね。それぞれ、何か気になったら声かけてく 

ださい。 

では、自由に見てみましょう。 

かおる：…先生、この資料に書いてある食物連鎖
れ ん さ

っていうのは、弱肉強食のこ

とですか？ 

は な：弱いものが食べられちゃうものね。 

先 生：かおるさん、はなさん、惜
お

しいですね。これは少し意味が違
ちが

います。

なぜかというと、強くても食べられることがあるからです。 

かおる：そうなんですか？ライオンとかは食べられる想像ができません。 

先 生：そうですね、ライオンも生き物なので寿 命
じゅみょう

があって、死にますよね？

その死骸
し が い

はどこにあるのでしょうか。 

は な：先生、日本には動物園以外に生息していないので想像がつきません。 

先 生：では、実際に生息していそうな場所に映像などを観ることがあると思 

いますが、そこではどうでしょうか。 

は な：テレビとかには、死骸
し が い

が映っているイメージはありません。 

かおる：日本でも、鳩
はと

や 雀
すずめ

もあまり食べられるイメージはありませんけど、ほ 

とんど死んでいるのを見たことはありません。 

先 生：お、いいところに目を付けましたね。確かに、日本でも動物の死骸
し が い

は

あまり見ませんね。それはなぜだと考えますか？ 

かおる：ヒトが片付けているから？ 

は な：え、なんだか怖
こわ

いなぁ、想像したくないです。 

先 生：確かに誰
だれ

かが片付けなくてはいけないこともあるだろうからそれも正 

解です。ただ、はなさんが言うように、それを想像するのは少し嫌
いや

な 

気持ちになりますね。ちなみに、「土に還
かえ

る」という言葉を知っていま 

すか？ 

かおる：聞いたことがあります。あれは、土になるってことでいいのですか？ 
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は な：じゃあ、死骸
し が い

がないのは土に返っているからってことですか？ 

先 生：かおるさんが言う「土になる」というのは、半分正解ですが、半分違 

います。これは、土中に生息する微生物
びせいぶつ

や昆 虫
こんちゅう

等に食べられている部 

分と、残った部分とに分かれるのです。だから、死骸
し が い

が見当たらない 

のです。さらに言うなら、弱肉強食と食物連鎖
れ ん さ

は別のものになる説明 

にもなります。 

は な：なるほど。強いから勝って食べる側に立てるというわけではないので 

すね。 

かおる：ということは、この資料に書いてある食物連鎖
れ ん さ

についての説明の中に 

出てくる図は何を表しているのでしょうか。 

は な：三角形の形違
ちが

いがいくつかあるね。一番上が、肉食動物になっている 

と書いてあるわ。 

かおる：一番下は、植物になっているのね。そして間が草食動物 

先 生：この図が、食物連鎖
れ ん さ

による動物や植物の個体数の変化を簡易的に表し 

ているのです。食べるものが多いと、個体数は増えやすくなることを 

表しています。 

 

 

 

 

 

 

は な：あれ、一個前のより小さくなっている部分もあるように見えますが、 

なぜですか？ 

先 生：いいところに気が付きましたね。食べられた側の個体数は、食べられ 

た分だけ…？ 

かおる：減ります。 

は な：あ、なるほど、だから大きくなる部分と小さくなる部分があるのです 

ね。 

先 生：そういうことになります。それを踏
ふ

まえてこのグラフはどういう意味 

になるかを考えてみましょう。 
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（個体数） 

 

 

 

 

 

 

 

                                  （時間の流れ） 

※兎(うさぎ)：草食動物 狐(きつね)：肉食動物 

 

〔問題４〕 上記のグラフを読み取り、生き物の増減の理由について以下の点

を踏
ふ

まえて説明しなさい。 

 

・肉食動物と草食動物の個体数の違
ちが

い。 

・グラフの２つ波線の増減の意味。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 験 番 号 氏  名 

  

 



（02①　淑徳SC）

※のらんには、記入しないこと

解　答　用　紙 適　性　検　査　Ⅲ

受 験 番 号 氏　　名 得　　点

※



〔問題〕

⑧

※

⑨

1

①

③

⑤

⑦

⑪

②

④

⑥

⑩

⑫



〔問題２〕

〔問題３〕

〔問題４〕

２
〔問題１〕

※

※

※

※



（02①　淑徳SC）

※のらんには、記入しないこと

※

解　答　用　紙 適　性　検　査　Ⅲ

受 験 番 号 氏　　名 得　　点



〔問題〕

⑦ 448.046 ⑧ 0.64544

※

⑨ 0.03489 ⑩ 12.246

⑪ 351 ⑫ カ

1

① 54 ② 109.9

③ 116.18 ④ 9.0432

⑤ 13.28184 ⑥ 9.28184



〔問題２〕

〔問題３〕

〔問題４〕

２
〔問題１〕

草食動物は、肉食動物に食べられるため、個体数
が減る。食べるものが無くなった肉食動物が次に減
る。肉食動物が減ると、草食動物が個体数を増や
すことができる。その後、肉食動物は、食べるものが
増えたため、個体数を増やすことができる。このように
食う食われるの関係が続き、グラフのように増減を
繰り返す。 ※

肉食動物は、獲物を追いかけるため目が前方に
向かって付き、歯は肉を噛み切るために尖って
いる。それに対して草食動物は、危険を察知し
やすくするため、目は顔の横側に付いている。
歯は草をすりつぶして食べるために、平らにな
っており、顎を横に動かして食べる。 ※

雑食動物
※

ヒトは、日常的にお風呂に入ることができ、常に清潔
に、汚れを落として生活ができるが、動物にとっては、
その時しか汚れを落とすことができない。雨は、動物
にとって、天然のシャワーになる。そのため、雨天のと
きに率先して浴びに出てくる。そのため、先生は、雨の
日の動物園に来れたことを良かったと言った。 ※
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