










２０２０年度

清心中学校　適性検査Ⅰ

【注意】
・　この検査は，文章を読んで，太字で書かれた課題に対して，答えやあなたの考えなどを書く検査です。
課題ごとに，それぞれ指定された場所に書きましょう。解答欄

らん

外に書いたものは採点の対象になりません。

・　検査用紙は，表紙（この用紙）をのぞいて，４枚
まい

あります。指示があるまで，下の検査用紙を見ては�
いけません。

・　「始め」の合図があってから，検査用紙の枚数を確かめ，４枚とも指定された場所に受験番号を記入�
しましょう。

・　検査用紙の枚数が足りなかったり，やぶれていたり，印刷のわるいところがあったりした場合は，手を�
あげて先生に知らせましょう。

・　検査用紙の
※

には，何も書いてはいけません。

・　この検査の時間は，４５分間です。

・　表紙（この用紙）と検査用紙は，持ち帰ってはいけません。

・　表紙（この用紙）の裏を，計算用紙として使用してもよろしい。



課題１�　百
ゆ

合
り

子
こ

さんと蘭
らん

子
こ

さんと桜
さくら

さんは，Ｃ駅で待ち合わせをして，水族館に行きます。図はＡ駅からＣ
駅までの路線図です。あとの（１）〜（４）に答えましょう。ただし，特に指定のない限り，電車は表１
に示した一定の速さで走るものとし，１分あれば別の路線の電車に乗りかえることができるものとし
ます。

百合子：私
わたし

の家の最
も

寄
よ

りの駅はＡ駅だよ。蘭子さんの家の最寄りの駅はＢ駅だよね。
蘭　子：�そうだよ。私は，11 時に家を出発して，分速 75mで家から 900mはなれたＢ駅へ向かい，Ｂ駅に

着いてからいちばん早く発車するＣ駅方面の電車に乗ってＣ駅に行くことにするよ。

（１）�　蘭子さんは 11時何分にＢ駅に着くか答えましょう。

　桜　：�表１は，各路線を走る電車の速さを表していて，また，表２，表３は，各路線を走る電車が，Ａ駅，
Ｂ駅を発車する時

じ

刻
こく

を表しているよ。

（２）�　10時 38分にＢ駅を発車するｃ線の電車は，Ｃ駅に 10時 50分に着きます。表１のアにあてはまる
数を答えましょう。

※

11 時� 分

表１　電車の速さ

ａ線 ｂ線 ｃ線 ｄ線 ｅ線
時速90km 時速120km 時速アkm 時速80km 時速100km

表２　Ａ駅時刻表（Ｂ駅方面）

ａ線 10：36 10：48 11：00 11：12
ｂ線 10：42 10：59 11：14 11：25

表３　Ｂ駅時刻表（Ｃ駅方面）

ｃ線 10：38 10：51 11：03 11：19
ｄ線 10：50 10：58 11：04 11：13
ｅ線 11：01 11：06 11：11 11：15

※

１※ ２※ ３※ ４※ ※
受験
番号

（Ⅰ－１）
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（３）�　百合子さんが電車に乗ってＡ駅からＣ駅に行くとき，Ｂ駅で蘭子さんと同じ電車に乗るには，遅
おそ

くと
もＡ駅を何時何分に発車する電車に乗ればよいか答えましょう。また，どのようにして求めたかも説明
しましょう。

　桜　：�私もＢ駅から電車に乗ってＣ駅に行くよ。

（４）�　桜さんは，Ｂ駅を 11時４分に発車するｄ線の電車に乗ってＣ駅に行くことにしました。当日，この
電車は，予定通りの時刻にＢ駅を発車しましたが，通常の３４倍の速さで走り，Ｃ駅に着きました。百合
子さんは，Ａ駅から予定よりも何分か遅

おく

れてＡ駅を発車した a線の電車に乗ってＢ駅に行き，Ｂ駅に
着いてからいちばん早く発車するｅ線の電車に乗ってＣ駅へ行きました。桜さんと百合子さんが同時に
Ｃ駅に着くとき，百合子さんが乗ったａ線の電車は少なくとも何分遅れていたか，整数で答えましょう。
また，どのようにして求めたかも説明しましょう。

※

説明

時　　　　 分

※

説明

分

受験
番号

（Ⅰ－２）
２※

10　　  59

蘭子さんが乗る電車は，11 時 13 分に B 駅を発車する d 線の電車である
から，百合子さんは，11 時 12 分までに B 駅に着く電車に乗ればよい。
A 駅から a 線の電車に乗って B 駅に着くまでにかかる時間は，24 ÷ 90
× 60 ＝ 16（分），A 駅から b 線の電車に乗って B 駅に着くまでにかかる
時間は，26 ÷ 120 × 60 ＝ 13（分）より，a 線の電車に乗って B 駅まで行
く場合，10 時 56 分までに A 駅を発車すればよい。また，b 線の電車に乗っ
て B 駅まで行く場合，10 時 59 分までに A 駅を発車すればよいから，条
件に合うのは，10 時 59 分に A 駅を発車する b 線の
電車である。

7

桜さんが乗った電車は，80 ×３
４＝ 60 より，時速 60km で進んでいたの

で，桜さんがＣ駅に到着した時刻は，20 ÷ 60 × 60 ＝ 20，４＋ 20 ＝ 
24 より，11 時 24 分である。ｅ線の電車がＣ駅に到着するまでにかかる
時間は，15 ÷ 100 × 60 ＝９（分）より，百合子さんは 11 時 15 分にＢ駅
を発車する e 線の電車に乗ったことになる。また，ａ線の電車がＢ駅に
到着するまでにかかる時間は，24 ÷ 90 × 60 ＝ 16（分）なので，11 時ちょ
うどにＡ駅を発車するａ線の電車に乗ると，11 時 15 分にＢ駅を発車す
るｅ線の電車に間に合わない。10 時 48 分にＡ駅を発車するａ線の電車
は，予定通りであれば，Ｂ駅に 11 時４分に到着するから，11 時 11 分に
Ｂ駅を発車するｅ線の電車に乗ることができる。11 時 11 分にＢ駅を発
車するｅ線の電車に乗れなくなるということは，少なくとも，11 －４＝
７（分）遅れていたことになる。



受験
番号

（Ⅰ－３）

課題２�　百合子さんと蘭子さんは，図工の時間に貯金箱を作っています。あとの（１）〜（３）に答えましょう。
百合子：私は図１のような，円柱の形をした貯金箱を作りたいな。
蘭　子：私は図２のような，同じ大きさの正三角形を４つ組み合

わせてできる形の貯金箱を作りたいな。
（１）�　半径３cmの円の面積と円周の長さをそれぞれ答えましょ

う。ただし，答えの単位はそれぞれ cm2，cmとし，円周率
は 3.14 とします。

（２）�　図３は，図１の貯金箱を作るために，1辺の長さが 31.4cmの正
方形の厚紙に百合子さんがかいた円柱の展

てん

開
かい

図
ず

です。この展開図を
組み立ててできる円柱の体積を答えましょう。また，どのように
して求めたかも説明しましょう。ただし，答えの単位は cm3 とし，
円周率は 3.14 とします。

（３）�　図４は，蘭子さんがかいた展開図です。組み立てたときに図２の
ような形になるように，この展開図にのりしろを追加します。［の
りしろの示し方］を参考にして，図４の展開図ののりしろを追加す
る辺に丸をかきましょう。ただし，のりしろの数は最も少なくなる
ようにするものとします。

面積　　　　　　��　　cm2 円周　　　　　　���　　cm

※

※

※

図１ 図２

図３

31.4cm

31.4cm

説明

cm3

図４

図４

[ のりしろの示し方 ]
図５は，立方体の展開図を組み立てたときに，重なる辺の一方に
丸をかいたものです。これらの辺にのりしろを追加すれば，立方
体を組み立てることができます。

図５

３※

894.9

18.8428.26

底面の円の直径を□ cm とすると，□× 3.14
＝ 31.4 より，□＝ 10　よって，底面の円の半
径は，10 ÷２＝５（cm）だから，求める体積は，
５×５×3.14×（31.4－10－10）＝894.9（cm3）



受験
番号

（Ⅰ－４）

課題３�　百合子さんと蘭子さんは，学校の理科室で話をしています。あとの（１）〜（３）に答えましょう。
百合子：この水そうの中には，たまごからかえった子メダカがいるね。虫めがねで観察してみようよ。
蘭　子：うん。……あれ，おなかの大きさがちがう子メダカがいるよ。
百合子：たまごからかえった時期が少しちがうんだね。
（１）�　図１は，水そうの中にいた子メダカのうち，おなか

の大きさがちがう２ひきの子メダカＡ，Ｂのすがたを
表しています。図１から，先にたまごからかえった子
メダカはＡ，Ｂのどちらですか。また，そう考えた理
由も説明しましょう。

百合子：連続した４日間の気温の変化のグラフを調べる宿題はやった？
蘭　子：�うん。グラフを見ると，気温の変化からお

およその天気のようすがわかるね。
（２）�　図２は，蘭子さんが調べた，連続した４日間

の気温の変化のグラフです。この４日間におい
て，午前中は晴れていて午後からくもりになっ
た日が１日だけありました。その日は何日目と
考えられますか。また，そう考えた理由も説明
しましょう。

百合子：�ここにある２本の棒
ぼう

（図３）は，それぞれ，鉄でできた棒か，両はしに極
がある棒

ぼう

磁
じ

石
しゃく

のどちらかなんだって。
蘭　子：�どちらも形や大きさ，色が同じだし，手で持ってみても特に重さのちがい

はわからないわ。どちらが鉄でできた棒で，どちらが両はしに極がある棒
磁石なんだろう。

百合子：この２本の棒だけを使って，判断できるかな。
（３）�　この２本の棒だけを使い，どちらが鉄でできた棒で，どちらが両はしに極がある棒磁石かを判断する

方法と，その方法を行った場合の判断のしかたを答えましょう。

図１　子メダカＡ，Ｂのすがた

子メダカＡ 子メダカＢ

※

先にかえった子メダカ：子メダカ（　　　）

考えた理由：

図２　連続した４日間の気温の変化
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※

午前中は晴れていて午後からくもりになった日：（　　　）日目

考えた理由：

図３　２本の棒

※

方法：

判断のしかた：

４※

たまごからかえったばかりの子メダカは，おなかの中にある養分を使っ
て育つので，おなかの小さい子メダカＢの方が，成長のために養分を多
く使ったと考えられるから。

晴れの日は１日の中で気温の変化が大きく，くもりや雨の日は１日の中で
気温の変化が小さい。２日目の気温の変化を見ると，午前中に気温が大
きく上がっているが，午後になると気温がほとんど変化していないから。

近づけた棒に，近づけられた棒の真ん中が引きつけられたならば，近づけ
た棒が棒磁石であり，引きつけられなければ，近づけた棒が鉄の棒である。

一方の棒の真ん中に，もう一方の棒のはしを近づける。

２

Ｂ













二
〇
二
〇
年
度

清
心
中
学
校　

適
性
検
査
Ⅱ

　
　
【
注
意
】

・
　
こ
の
検
査
は
、
文
章
や
資
料
を
読
ん
で
、
太
字
で
書
か
れ
た
課
題
に
対
し
て
、
答
え
や
あ
な
た
の
考
え
な
ど
を
書
く
検
査
で
す
。

課
題
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
た
場
所
に
書
き
ま
し
ょ
う
。
解
答
欄ら
ん

外
に
書
い
た
も
の
は
採
点
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
　
検
査
用
紙
は
、
表
紙（
こ
の
用
紙
）を
の
ぞ
い
て
、
四
枚ま

い

あ
り
ま
す
。
指
示
が
あ
る
ま
で
、
下
の
検
査
用
紙
を
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

・
　「
始
め
」
の
合
図
が
あ
っ
て
か
ら
、
検
査
用
紙
の
枚
数
を
確
か
め
、
四
枚
と
も
指
定
さ
れ
た
場
所
に
受
験
番
号
を
記
入
し
ま
し
ょ
う
。

・
　
検
査
用
紙
の
枚
数
が
足
り
な
か
っ
た
り
、
や
ぶ
れ
て
い
た
り
、
印
刷
の
わ
る
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
手
を
あ
げ
て

先
生
に
知
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

・
　
検
査
用
紙
の

※

に
は
、
何
も
書
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

・
　
こ
の
検
査
の
時
間
は
、
四
十
五
分
間
で
す
。

・
　
表
紙（
こ
の
用
紙
）と
検
査
用
紙
は
、
持
ち
帰
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。



み
な
さ
ん
は
よ
く
、
学
校
の
授
業
で
読
書
感
想
文
を
書
か
さ
れ
た
経
験
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、「
読
書
感
想
文
は
あ
ま
り
好
き
で
は

な
い
」
と
い
う
人
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
読
ん
で
い
る
と
き
は
楽
し
か
っ
た
の
に
、
感
想
文
を
書
け
と
言
わ
れ
る
と
う
ん
ざ
り

す
る
、
と
い
う
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
こ
れ
は
、「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
が
地
続
き
に
な
っ
て
い
な
い
明
白
な
あ
ら
わ
れ
で
す
。

私わ
た
し

は
ア
読
書
感
想
文
ほ
ど
書
き
や
す
い
も
の
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
書
く
ネ＊
１

タ
と
し
て
最
初
か
ら
本
と
い
う
題

材
が
た
く
さ
ん
用
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
何
も
ネ
タ
が
な
い
、
ま
っ
さ
ら
な
と
こ
ろ
で
文
章
を
組
み
立
て
る
に
は
、
よ
ほ
ど
工く

夫ふ
う

し
な

い
と
面お

も

白し
ろ

い
こ
と
は
書
け
ま
せ
ん
。

エ＊
２

ッ
セ
イ
ス
ト
は
身
の
回
り
に
起
き
た
こ
と
を
何
気
な
く
書
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
人
が
読
ん
で
面
白
い
も
の
を
書
く
の
は
想

像
以
上
に
大
変
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
友
達
と
冗じ

ょ
う

談だ
ん

で
笑
い
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
お
笑
い
芸
人
の
ネ
タ
と
し
て
通
用

す
る
か
と
い
う
と
、
通
用
し
な
い
の
と
同
じ
で
す
。

で
す
か
ら
、
読
書
感
想
文
の
よ
う
に
元
に
な
る
素
材
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
か
を
書
く
の
は
、
実
は
非
常
に
書
き
や
す
い
こ
と
だ

と
認に

ん

識し
き

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

し
か
も
読
書
感
想
文
は
、「
日
本
語
」
で
書
か
れ
た
素
材
を
使
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
日
本
語
」
と
い
う
同
じ
素
材
で
処し

ょ

理り

し
て
い
く
わ

け
で
す
か
ら
、
素
材
の
種
類
の
違ち

が

う
音
楽
や
映え
い

画が

に
つ
い
て
書
く
の
と
比
べ
れ
ば
、
格か
く

段だ
ん

に
や
さ
し
い
は
ず
で
す
。
何
し
ろ
作
ら
れ
た
材
質

が
同
じ
な
の
で
、
引
用
す
る
と
き
は
そ
の
ま
ま
持
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
交こ

う

響き
ょ
う

曲き
ょ
く

に
つ
い
て
書
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
や
Ｃ
Ｄ
の
一
部
を
、
文
章
の
中
に
組
み
込こ

む
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
絵
で
し
た
ら
複＊

３

製
を
貼は

り
付
け
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
し
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
絵
の
様
子
を
言
葉
で
伝

え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
な
か
な
か
大
変
な
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
読
書
感
想
文
の
よ
う
に
、
文
章
で
書
か
れ
た
も
の
に
つ
い
て
文
章
で
書
く
の
は
、
お
な
じ
素
材
同
士
が
地
続
き
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
本
当
は
い
ち
ば
ん
簡か

ん

単た
ん

な
の
で
す
。
そ
れ
が
面め
ん

倒ど
う

く
さ
い
と
い
う
こ
と
は
、
相
当
書
く
力
が
弱
い
と
み
て
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
読

書
感
想
文
が
嫌き

ら

い
だ
と
い
う
人
は
、
書
く
こ
と
が
苦
手
だ
と
素す

直な
お

に
認み
と

め
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
読
書
は

Ｘ

と
い
う
人
に
対
し
て
は
、
私
は
書
く
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
読
む
こ
と
も
出
来
て
い
な
い

だ
ろ
う
！　

と
判
定
し
ま
す
。
そ
の
人
は
読
め
て
い
る
け
れ
ど
書
け
な
い
の
で
は
な
く
、
読
め
て
い
な
い
か
ら
書
け
な
い
の
で
す
。

そ
の
よ
う
に
言
う
と
、「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
自
分
は
ち
ゃ
ん
と
読
ん
で
い
る
」
と
反は
ん

論ろ
ん

す
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
私
の

言
う
「
読
む
」
と
は
、
中
身
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
た
ん
に
目
が
一
頁ペ

ー
ジ

目
の
最
初
の
文
字
か
ら
最
後
の
頁
の
終
わ
り
の
文

字
ま
で
見
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ほ
と
ん
ど
脳の

う

が
止
ま
っ
た
状
態
で
、
目
だ
け
を
動
か
し
て
読
ん
だ
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
の
は
、「
読
め
た
」
と
い
う
判
断
基
準
に
は
入
り

ま
せ
ん
。イ
ち
ゃ
ん
と
読
ん
だ
と
い
う
証
明
を
ど
う
や
っ
て
す
る
か
と
い
う
と
、「
こ
の
本
の
中
の
ど
こ
が
面
白
か
っ
た
か
」「
読
み
ど
こ
ろ
は

ど
こ
か
」「
著ち

ょ

者し
ゃ

が
言
い
た
い
こ
と
は
何
か
」「
読
ん
だ
あ
な
た
自
身
が
そ
こ
か
ら
何
を
連
想
し
た
か
」「
学
ん
だ
こ
と
は
何
か
」「
こ
の
本
の

中
で
引
用
し
た
い
箇か

所し
ょ

は
ど
こ
か
」
と
質
問
し
て
、
す
ぐ
に
話
せ
る
か
ど
う
か
で
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
は
、
頁
の
最
初
か

ら
最
後
ま
で
「
見
た
」
と
し
て
も
、
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

ま
し
て
や
、
話
せ
な
い
こ
と
は
、
書
け
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
「
話
す
」
と
い
う
段
階
が
中
間
に
あ
っ
て
、
そ
の
精
度
を
高
め

て
「
書
く
」
と
い
う
段
階
に
行
く
の
が
普ふ

通つ
う

だ
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
上う

手ま

く
し
ゃ
べ
れ
な
く
て
も
、
す
ば
ら
し
い
文
章
を
書
く
人
も
い
ま
す
。
そ
れ
は
書
く
文
章
の
精
度
が
と
て
も
高
く
、
口
で
ペ

ラ
ペ
ラ
と
し
ゃ
べ
れ
な
い
ほ
ど
内
容
が
洗せ

ん

練れ
ん

さ
れ
て
い
る
場
合
で
す
。
し
か
し
、
ウ
こ
の
本
で
私
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
〝
書

き
職
人
〟
の
よ
う
な
「＊

４

匠た
く
み

」
の
レ
ベ
ル
に
な
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
き
ち
ん
と
読
め
て
、
そ
の
内
容
を
話
せ
て
書
け
る
。
あ
る
い
は
、

書
い
た
も
の
が
相
手
に
わ
か
る
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
そ
れ
を
読
ん
だ
り
、
話
し
た
り
し
て
も
言
い
た
い
こ
と
が
伝
わ
る
と
い
う
、
一
連

の
能
力
が
身
に
つ
い
た
人
に
な
る
こ
と
で
す
。�

（
齋さ
い

藤と
う

孝た
か
し

『
読
み
上
手　

書
き
上
手
』
か
ら
）

＊
１　

ネ
タ
…
話
の
題
材
。

＊
２　

エ
ッ
セ
イ
ス
ト
…
自
分
の
見
聞
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
感
想
や
考
え
を
自
由
に
書
く
人
の
こ
と
。
随ず

い

筆ひ
つ

家か

。

＊
３　

複
製
…
も
と
の
作
品
と
そ
っ
く
り
同
じ
よ
う
に
作
っ
た
も
の
。

＊
４　

匠
…
手
先
や
道
具
で
す
ぐ
れ
た
も
の
を
作
る
技
術
を
持
っ
た
人
。

１※ ２※ ３※ ※
受験
番号

（Ⅱ－１）

課
題
１　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
⑴
～
⑸
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

⑴　
　
　
　

「
地
続
き
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
文
章
で
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
。

⑵　

Ｘ

の
中
に
は
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
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
言
葉
を
考
え
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

二
つ
の
物
事
が

こ
と
な
く
、

い
る
様
子
。

※※

は
な
れ
る

〔
へ
だ
て
ら
れ
る
〕

つ
な
が
っ
て

好
き
だ
け
れ
ど
、
読
書
感
想
文
は
書
け
な
い
〔
得
意
だ
が
、
読
書
感
想
文
は
嫌
い
だ
〕



⑶　
　
　
　

ア
「
読
書
感
想
文
ほ
ど
書
き
や
す
い
も
の
は
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
な
ぜ
で

す
か
。「
～
か
ら
。」
で
終
わ
る
よ
う
に
五
十
字
以
内
で
書
き
ま
し
ょ
う
。（ 

、
や 

。
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。）

⑷　
　
　
　

イ
「
ち
ゃ
ん
と
読
ん
だ
と
い
う
証
明
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
本
を
ち
ゃ
ん
と
読
ん

だ
証
明
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
か
。
二
十
字
以
内
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
。）

　
⑸　
　
　
　

ウ
「
こ
の
本
で
私
が
目
指
し
て
い
る
の
は
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で

す
か
。「
理
解
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
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 　
「
国
語
に
関
す
る
世よ

論ろ
ん

調
査
」
に
よ
る
と
、「
文
字
を
手
書
き
に
す
る
習
慣
を
こ
れ
か
ら
の
時
代
も
大
切
に
す
べ
き
で
あ

る
と
思
う
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
九
割わ
り

以
上
の
人
が
「
大
切
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
」
と
答
え
ま
し
た
。
あ
な
た

は
こ
の
「
大
切
に
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
意
見
に
賛
成
で
す
か
、
反
対
で
す
か
。
あ
な
た
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
う

え
で
、
そ
の
理
由
を
、
あ
な
た
自
身
の
経
験
も
ふ
く
め
て
二
百
字
以
内
で
具
体
的
に
書
き
ま
し
ょ
う
。（ 
、
や 

。
や
「　

」

な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。
段だ

ん

落ら
く

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
。）

受験
番号

（Ⅱ－２）
２※

50 字

20 字80 字200 字

※※※※

書
く
題
材
が
最
初
か
ら
用
意
さ
れ
て
い
る
う
え
、
日

本
語
で
書
か
れ
た
文
章
の
感
想
を
同
じ
日
本
語
で
表

現
す
れ
ば
よ
い
か
ら
。

本
の
中
身
に
つ
い
て
す
ぐ
に
話
せ
る
こ
と

本
を
き
ち
ん
と
理
解
し
、
そ
の
内
容
を
話
せ
て
書
け

る
能
力
や
、
相
手
に
わ
か
る
よ
う
に
書
い
て
ま
と
め

、
そ
れ
を
読
ん
だ
り
話
し
た
り
し
て
も
内
容
を
伝
え

る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
。

私
は
、
文
字
を
手
書
き
に
す
る
習
慣
を
大
切
に
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
賛
成
で
あ
る
。
文
字
を
手

書
き
に
す
る
と
、
文
章
を
作
成
す
る
ス
ピ
ー
ド
は
お

そ
く
な
る
が
、
そ
の
分
、
内
容
に
つ
い
て
じ
っ
く
り

考
え
を
深
め
、
質
の
高
い
文
章
を
書
く
こ
と
に
つ
な

が
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
私
は
パ
ソ
コ
ン
で
文
字

入
力
を
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
効
率
よ
く
短
時
間
で

文
章
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
分
、
深
く
も
の
を

考
え
る
よ
ゆ
う
が
な
い
と
感
じ
る
。
だ
か
ら
私
は
手

書
き
の
習
慣
を
忘
れ
ず
、
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。



受験
番号

（Ⅱ－３）
３※

課題３ 　宏
ひろ

美
み

さんと香
か

織
おり

さんは，日本の工業や貿易などについて調べた内容をもとに，先生を交えて話し合
いをしました。会話文を読んで，あとの（１）～（３）に答えましょう。

先生：�資料１は，日本の白黒テレビやカラーテレビなどの，耐
たい

久
きゅう

消費財の普
ふ

及
きゅう

率
りつ

の変化をまとめたグラフで
す。資料１を見ると，どんなことがわかりますか。

香織：耐久消費財は，ものによって普及率の伸
の

び方が違
ちが

うんですね。
（１） 　白黒テレビとカラーテレビの普及率の変化には，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。

香織：�私は，各種の工業がどんなところでさかんなのかとい
うことに興味をもち，まずセメント工業のさかんな地

ち

域
いき

について調べ，資料２と資料３を作りました。①資
料２と資料３から，セメント工場の立地にはある特

とく
徴
ちょう
があることがわかりました。

宏美：私は，コンピューターの材料になる半導体の工場について調べ，資料４と資料５を集めました。
先生：半導体の工場は，②東北地方や九州地方など，全国的に分布していることがわかりますね。

資料１　耐久消費財の普及率

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

（年）

（％）

1960 1965 1970 1975 1980

乗用車電気冷蔵庫

電気洗濯機
せんたく

白黒テレビ

カラーテレビ

れいぞう

（内閣府資料）

※

資料２　セメント工場の分布

（2019 年版「日本のすがた」）

資料３　セメントの原料の石
せっ

灰
かい

石
せき

の分布

（石灰石鉱業協会資料）

資料４　半導体の工場の分布

（2019 年版「日本のすがた」） （平成 22 年「楯岡」1：25000）（平成 22 年「山形南部」1：25000）

資料５　東北地方における工場の立地

表
蔵
王
工
業
団
地

山形上山ＩＣ

（例）カラーテレビの普及率が上がるにつ
れて白黒テレビの普及率は下がり，1970
年代の初めごろ，カラーテレビの普及率
が白黒テレビの普及率を上回った。



受験
番号

（Ⅱ－４）
３※

（２） 　会話文の①　　　について，セメント工場の立地の特徴について，資料２と資料３からわかることを
書きましょう。また，②　　　について，東北地方において，半導体の工場はどのようなところに立地
していると考えられますか。資料４と資料５をもとに，輸送手

しゅ

段
だん

に着目してあなたの考えを書きましょう。

宏美：私は，日本のアメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

との貿易について調べ，資料６～資料９を集めました。
先生：�1980 年～ 1985 年にかけて，日本とアメリカ合衆国との貿易で変化があったことがわかりますね。
香織：�1980 年～ 1985 年にかけて，日本はアメリカ合衆国への輸出を増やしています。しかし，1985 年～

1995 年にかけてと 2000 年～ 2010 年にかけては日本からアメリカ合衆国への輸出額は減っています。
先生：日本はアメリカ合衆国との貿易で輸出が輸入を上回っていましたが，それを解消しようとしたのです。

（３） 　日本は，アメリカ合衆国との貿易で輸出が輸入を上回る状態を解消するために，自動車の生産や輸出
において工

く

夫
ふう

をするようになりました。それはどのような工夫でしょうか。資料６～資料９からわかる
ことを書きましょう。

※

①

②

資料６　日本のアメリカ合衆国との貿易額の推
すい

移
い

（第 6版「数字でみる日本の 100 年」）

0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
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16000
18000
（十億円） アメリカへの輸出

1970 75 80 85 90 95 2000 05 10 15（年）

アメリカからの輸入

資料７　日本の自動車生産の推移

（2019 年版「日本のすがた」）

（万台）
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資料８ 　日本の自動車を壊
こわ

すアメリカ
合衆国の労働者（1980 年）

（共同通信社）

資料９ 　日本車をつくる自動車工場で働く
アメリカ合衆国の労働者（2005 年）

（時事）

※

（例）セメントの原料である石灰石が採取される付近に，セメント工
場が多く立地している。

（例）高速道路のインターチェンジ（出入口）の近くや空港の周辺に
立地している。

（例）アメリカ合衆国で現地の労働者をやとって自動車の生産を行い，自
動車の輸出を減らす工夫を行った。


	2020_j_tekisei
	2020年度_適性検査Ⅰ_模範解答入り
	2020年度_適性検査Ⅱ_模範解答入り

