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適適性性検検査査問問題題ＡＡ  

注 意 

１ 「はじめなさい。」の合
あい

図
ず

があるまで，問題用紙を開いてはいけません。 

２ 検査問題は，１ページから１１ページで，問題番号は１から３までありま

す。 

３ 解答用紙は問題用紙の中にはさんでいます。 

４ 「はじめなさい。」の合図があったら，まず，問題用紙や解答用紙の決め

られた場所に受検番号を書きなさい。 

５ 答えはすべて解答用紙の決められた場所に書きなさい。 

６ 検査時間は４５分間です。 

７ 質問や問題用紙・解答用紙に印刷ミスがあるときは，静かに手をあげて

ください。 

８ 「やめなさい。」の合図があったら，すぐに筆記用具を置き，指示にした

がってください。 

受検番号 



Ｂ

71
人
の
大
学
生
を
募つ

の

っ
て
、
姿
勢
が
自じ

己こ

評
価
に
与あ

た

え
る
影
響
を
調
べ
ま
し
た
。

実
験
は
至い

た

っ
て
シ
ン
プ
ル
で
す
。
学
生
た
ち
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
採と

り
ま
す
。
「
将

し
ょ
う

来ら
い

仕
事
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、

自
分
の
良
い
と
こ
ろ
と
悪
い
と
こ
ろ
を
書
き
出
し
て
く
だ
さ
い
」
と
問
う
も
の
で
す
。
こ
れ
を
、
背
筋
を
伸
ば
し
て

座
っ
た
姿
勢
、
あ
る
い
は
、
猫ね

こ

の
よ
う
に
背
中
を
丸
め
て
座
っ
た
姿
勢
で
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
出
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

す
る
と
、
背
筋
を
伸
ば
し
た
姿
勢
で
書
い
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
丸
め
た
姿
勢
で
書
い
た
内
容
よ
り
も
、
確
信
度

が
高
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
自
分
の
書
い
た
こ
と
に
つ
い
て
「
確
か
に
そ
う
思
う
」
と
、
よ
り
強
く

信
じ
て
い
る
わ
け
で
す
。

ち
な
み
に
、
書
か
れ
る
内
容
や
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
項こ

う

目も
く

数
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
の
姿
勢
で
も
差
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
つ
ま
り
姿
勢
を
正
す
こ
と
は
、
自
己
評
価
の
内
容
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
出
し
た
答
案
に
ど

れ
ほ
ど
自
信
を
持
て
る
か
と
い
う
度
合
い
を
変
化
さ
せ
る
わ
け
で
す
。

（
池
谷

い
け
が
や

裕ゆ
う

二じ

『
脳の

う

に
は
妙

み
ょ
う

な
ク
セ
が
あ
る
』
に
よ
る
）

（
注
）

端
正…

乱み
だ

れ
た
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
。

峻
厳…

厳き
び

し
く
て
少
し
の
ゆ
る
み
も
な
い
こ
と
。

驚
異
的…

お
ど
ろ
く
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
さ
ま
。

音
源…

音
を
出
す
も
と
と
な
る
も
の
。
こ
こ
で
は
、
レ
コ
ー
ド
の
も
と
に
な
る
録
音
の
こ
と
。

シ
ョ
パ
ン…

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
作
曲
家
。

孤
高…

他
と
か
け
は
な
れ
て
高
い
境
地
に
あ
る
こ
と
。

洗
練
さ
れ
た…

み
が
き
あ
げ
ら
れ
た
。

ピ
ア
ニ
ズ
ム…

ピ
ア
ノ
の
演
奏
技
術
。

Ｌ
Ｐ…

レ
コ
ー
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
か
け
て
音
を
出
す
円
ば
ん
の
う
ち
、
直
径
30
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
。

愕
然…

非
常
に
お
ど
ろ
く
さ
ま
。

固
執…

自
分
の
意
見
や
態
度
を
曲
げ
な
い
こ
と
。

研
鑽…

深
く
き
わ
め
る
こ
と
。

問
１

Ａ
の
文
章
中
の

ａ

・

ｂ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次

の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

ａ―

実
感

ｂ―

活
気

イ

ａ―

反
感

ｂ―

景
気

ウ

ａ―

好
感

ｂ―

人
気

エ

ａ―

快
感

ｂ―

根
気

問
２

Ａ
の
文
章
中
の

線
部
１
に
「
ど
こ
ま
で
も
透
明
な
水
晶
の
よ
う
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
よ
う
で

す
」
の
こ
こ
で
の
働
き
と
同
じ
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

電
車
で
行
っ
た
ほ
う
が
早
く
着
く
よ
う
で
す
。

イ

昼
ね
を
し
て
い
た
妹
が
目
覚
め
た
よ
う
で
す
。

ウ

天
気
予
報
に
よ
る
と
明
日
は
雨
の
よ
う
で
す
。

エ

今
朝
の
雪
景
色
は
ま
る
で
絵
画
の
よ
う
で
す
。

問
３

Ａ
の
文
章
中
の

線
部
２
に
「
彼
ら
の
対
応
は
二
つ
に
分
か
れ
ま
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
か
つ
て
偽

の
録
音
を
絶
賛
し
て
し
ま
っ
た
プ
ロ
の
音
楽
評
論
家
た
ち
の
う
ち
、
意
見
を
変
え
な
か
っ
た
人
た
ち
は
、
な
ぜ

そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
そ
の
理
由
を
、
「
プ
ラ
イ
ド
」
と
い
う
言
葉
を
必
ず
使
っ

て
、
四
十
字
以
上
六
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

１

次
の
Ａ
と
Ｂ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
１
～
４
に
答
え
な
さ
い
。

Ａ

－
1－

　
著
作
権
保
護
の
た
め
掲
載
し
て
い
ま
せ
ん
︒

　
著
作
権
保
護
の
た
め
掲
載
し
て
い
ま
せ
ん
︒



問
１

Ａ
の
文
章
中
の

ａ 

・

ｂ 

に
当
て
は
ま
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次

の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

ａ―
 

実
感

ｂ―
 

活
気

イ

ａ―
 

反
感

ｂ―
 

景
気

ウ

ａ―
 

好
感

ｂ―
 

人
気

エ

ａ―
 

快
感

ｂ―
 

根
気

問
２

Ａ
の
文
章
中
の

線
部
１
に
「
ど
こ
ま
で
も
透
明
な
水
晶
の
よ
う
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
よ
う
で

す
」
の
こ
こ
で
の
働
き
と
同
じ
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

電
車
で
行
っ
た
ほ
う
が
早
く
着
く
よ
う
で
す
。

イ

昼
ね
を
し
て
い
た
妹
が
目
覚
め
た
よ
う
で
す
。

ウ

天
気
予
報
に
よ
る
と
明
日
は
雨
の
よ
う
で
す
。

エ

今
朝
の
雪
景
色
は
ま
る
で
絵
画
の
よ
う
で
す
。

問
３

Ａ
の
文
章
中
の

線
部
２
に
「
彼
ら
の
対
応
は
二
つ
に
分
か
れ
ま
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
か
つ
て
偽

の
録
音
を
絶
賛
し
て
し
ま
っ
た
プ
ロ
の
音
楽
評
論
家
た
ち
の
う
ち
、
意
見
を
変
え
な
か
っ
た
人
た
ち
は
、
な
ぜ

そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
そ
の
理
由
を
、
「
プ
ラ
イ
ド
」
と
い
う
言
葉
を
必
ず
使
っ

て
、
四
十
字
以
上
六
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

１

次
の
Ａ
と
Ｂ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
１
～
４
に
答
え
な
さ
い
。

Ａ
先
入
観
の
影え

い

響
き
ょ
う

は
、
食
料
品
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
み
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
電
化
製
品
が
ず
ら
り

と
並な

ら

ん
だ
量

り
ょ
う

販は
ん

店て
ん

で
は
、
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
で
観み

た
こ
と
が
あ
る
ブ
ラ
ン
ド
に
思
わ
ず

ａ

を
持
っ
て
し
ま
う
で

し
ょ
う
。
お
見
合
い
も
、
当
人
同
士
を
会
わ
せ
る
前
に
相
手
の
こ
と
を
褒ほ

め
て
お
け
ば
う
ま
く
行
く
こ
と
が
多
い
と

い
い
ま
す
。
私

わ
た
し

た
ち
の
心
は
想
像
以
上
に
外
部
情
報
に
操

あ
や
つ

ら
れ
て
い
ま
す
。

リ
パ
ッ
テ
ィ
と
い
う
音
楽
家
が
い
ま
す
。
１
９
１
７
年
に
ル
ー
マ
ニ
ア
で
生
ま
れ
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
す
。
彼か

れ

の
奏か

な

で
る
音
は
、
一い

っ

切さ
い

の
濁に

ご

り
が
な
く
、
ど１

こ
ま
で
も
透と

う

明め
い

な
水す

い

晶
し
ょ
う

の
よ
う
で
す
。
端た

ん

正せ
い

な
演え

ん

奏そ
う

と
峻

し
ゅ
ん

厳げ
ん

な
ス
タ
イ
ル
で

ｂ

を
博
し
ま
し
た
が
、
33
歳さ

い

と
い
う
若わ

か

さ
で
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。
残
さ
れ
た
演
奏
録
音
は
数
少
な
い
の

で
す
が
、
現
在
聴き

く
こ
と
の
で
き
る
遺い

品ひ
ん

は
、
す
べ
て
が
驚

き
ょ
う

異い

的
な
完
成
度
を
誇ほ

こ

る
絶
品
で
す
。

そ
ん
な
貴き

重
ち
ょ
う

な
音お

ん

源げ
ん

に
関
し
て
事
件
が
起
き
ま
し
た
。
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
演
奏
で
す
。
そ
の
録
音
に

は
、
い
つ
も
な
が
ら
の
孤こ

高こ
う

な
ま
で
に
洗せ

ん

練れ
ん

さ
れ
た
ピ
ア
ニ
ズ
ム
が
う
か
が
え
ま
す
。
音
楽
評

ひ
ょ
う

論ろ
ん

家か

た
ち
も
こ
ぞ
っ

て
「
最
高
の
シ
ョ
パ
ン
演
奏
」
と
絶
賛
し
、
Ｌ
Ｐ
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
界
の
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
発
売
か
ら
数
十
年
が
経た

ち
、
意
外
な
事
実
が
判
明
し
ま
す
。
な
ん
と
、
そ
の
録
音
は
リ
パ
ッ
テ
ィ
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
チ
ェ
ル
ニ
ー=

ス
テ
フ
ァ
ン
ス
カ
と
い
う
女
流
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
演
奏
で
し
た
。
音
源

の
管
理
ミ
ス
に
よ
っ
て
す
り
違ち

が

え
が
生
じ
て
い
た
よ
う
で
す
。
再
調
査
の
末
、
本
物
の
リ
パ
ッ
テ
ィ
の
録
音
が
発
見

さ
れ
、
改
め
て
世
に
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
お
粗そ

末ま
つ

な
事
件
に
、
世
界
中
の
フ
ァ
ン
が
愕が

く

然ぜ
ん

と
し
た
の
は
想
像
に
難か

た

く
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
困こ

ん

惑わ
く

し

た
の
は
、
か
つ
て
偽に

せ

の
録
音
を
絶
賛
し
て
し
ま
っ
た
プ
ロ
の
音
楽
評
論
家
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

実
際
、
彼２

ら
の
対
応
は
二
つ
に
分
か
れ
ま
し
た
。「
あ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
女
性
の
演
奏
だ
っ
た
。
新
し
く
発
見
さ

れ
た
録
音
こ
そ
、
い
か
に
も
リ
パ
ッ
テ
ィ
ら
し
い
演
奏
だ
」
と
手
の
ひ
ら
を
返
し
た
よ
う
に
意
見
を
変
え
る
者
、「
い

や
、
や
は
り
チ
ェ
ル
ニ
ー=

ス
テ
フ
ァ
ン
ス
カ
こ
そ
が
最
高
の
演
奏
だ
」
と
知
名
度
の
低
い
女
流
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
演

奏
に
固こ

執
し
ゅ
う

し
続
け
た
者
。

ブ
ラ
ン
ド
と
プ
ラ
イ
ド
と
い
う
見
え
ざ
る
圧
力
に
対た

い

処し
ょ

す
る
ヒ
ト
の
微び

妙
み
ょ
う

な
心
理
が
浮う

き
彫ぼ

り
に
な
っ
た
事
件

で
し
た
。

Ｂ「
腰こ

し

骨ぼ
ね

を
立
て
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
椅い

子す

の
背せ

に
も
た
れ
か
か
る
こ
と
な
く
、
背せ

筋す
じ

を
ピ
ン
と
伸の

ば
し

て
座す

わ

る
。
姿し

勢せ
い

を
正
す
と
、
な
ぜ
か
不
思
議
と
気
分
が
よ
い
も
の
で
す
。

日
本
で
は
柔

じ
ゅ
う

道ど
う

、
弓

き
ゅ
う

道ど
う

や
茶さ

道ど
う

の
よ
う
に
「
○
○
道
」
と
呼よ

ば
れ
る
伝
統
が
存そ

ん

在ざ
い

し
ま
す
。
こ
う
し
た
「
道
」
に

共
通
し
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
「
姿
勢
」
で
す
。

姿
勢
の
大
切
さ
に
つ
い
て
は
、
古
来
い
ろ
い
ろ
な
説
明
付
け
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
、
①
外
部
ア
ピ
ー

ル
と
し
て
の
様
式
美
、
②
研け

ん

鑽さ
ん

に
基も

と

づ
く
精
神
美
、
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
ま
す
。

①
は
視し

覚か
く

的
効
果
で
す
か
ら
直
感
的
に
理
解
し
や
す
い
で
す
が
、
私
は
、
心
の
内
面
を
志
向
し
た
②
に
よ
り
興
味

が
あ
り
ま
す
。

マ
ド
リ
ッ
ド
自
治
州
大
学
の
心
理
学
者
ブ
リ
ニ
ョ
ー
ル
博
士
ら
の
実
験
デ
ー
タ
を
紹

し
ょ
う

介か
い

し
ま
し
ょ
う
。
博
士
ら
は

－
2－



２
 
ゆ
う

さ
ん
と
り
ん

さ
ん
は
，
日

本
の
森
林
に

つ
い
て
先
生

と
話
し
合
い

ま
し
た
。
次

の
【
会
話
】
を

読
み
，
下

の
問
１
～

６
に
答
え
な

さ
い
。

【
会
話
】

ゆ
う

：
先
週
の
土
曜
日
に
キ
ャ
ン
プ
に
行
き
ま
し
た
。

キ
ャ

ン
プ

場
に
行
く
ま
で
の
道
は
山
に
囲
ま
れ
て

い
て
，
た

く
さ
ん
の
木

々
を
見
か
け

ま
し
た
。

先
生
：

日
本
は
国
土
面
積
の
約
３
分
の
２
が
森
林
に
お
お
わ
れ
て
い
て
，
世
界

の
中

で
も
，

土
地

の
面

積

に
し
め
る

森
林
面
積
の

割 わ
り合 あ

いが
高
い
国
で

す
。
土
地
の
面

積
に
し
め
る

森
林

面
積
の

割
合
を
都
道
府

県
別
に
み

る
と
，
東
京
都

や
大
阪
府

な
ど
は
３
割

程
度
で
す
が
，
お
よ
そ
３

０
の
道
府
県

は
６
割
以

上
と
な
っ

て
い
ま
す
。

り
ん
：
森

林
は
，

私 わ
た
した

ち
に

と
っ
て
身

近
な
も
の
な

の
で
す
ね
。

先
生
：
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
，

日
本
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
木
材
を
利

用
し
て

き
ま

し
た
。
古

い
時

代

か
ら
残
る

建
物
や
道
具

な
ど
に
も
，

木
材
を
使
っ

た
も
の
が
た

く
さ
ん
み
ら

れ
ま
す
。

ゆ
う

：
キ
ャ
ン
プ
場
の
指
導
員
さ
ん
は
，
森
林
は
私
た
ち
に
木
材
を
提 て

い供 き
ょ
うし

て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
，

防
災

の
面
で
も

重
要
な
役
割

を
果
た
し
て

い
る
と
教
え

て
く
れ
ま
し

た
。

り
ん
：
こ

こ
数
年
は
，

台
風
な
ど
の

大
雨
に
よ
っ

て
起
こ
る
災

害
が
多
く
な

っ
て
い

ま
す

ね
。
そ
の
た
め
，

大
雨
に

対
す
る
森
林

の
は
た
ら
き

に
注
目
が
集

ま
っ
て
い
る

と
聞
い
た

こ
と

が
あ
り
ま

す
。

先
生
：

確
か
に
そ
う
で
す
。
で
も
，
人
が
植
林
し
て
で
き
た
人
工
林
で
は
，
森

林
の
も

つ
は

た
ら
き

を
引

き

出
す
た
め

に
，
木
が
成

長
し
や
す
い

よ
う
に
整
備

し
続
け
て
い

く
こ
と
が

必
要

で
す
。
だ

か
ら
，
自

然
に
ま
か

せ
る
の
で
は

な
く
，
人
間

が
森
林
に
か

か
わ
り
続
け

る
こ
と
が
大

事
な
の
で
す

。

ゆ
う

：
私
が
見
つ
け
た
資
料
に
は
，

日
本
の
林
業
や
森
林
に
関
し
て
，
い
ろ
い
ろ

な
課
題

が
あ

る
と

書
か

れ
て
い
ま

し
た
。
私
た

ち
も
，
日
本

の
森
林
を
守

る
た
め
に
何

か
で
き
な
い

で
し
ょ
う
か

。

り
ん

：
国

産
の

木
材

を
積

極
的

に
利

用
す

る
こ

と
も

，
森

林
を

守
る

行
動

の
一

つ
な

の
か

な
と

思
い

ま

す
。

①
 

②
 

③
 

④
 

⑤
 

⑥
 

問
４

そ
う
た
さ
ん
と
あ
か
り
さ
ん
は
、
Ａ
・
Ｂ
の
文
章
を
読
ん
で
、
わ
か
っ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
カ
ー
ド
に
ま

と
め
て
、
話
し
合
い
ま
し
た
。
次
の
【
カ
ー
ド
】
と
【
会
話
】
を
読
み
、
後
の

（１）
～

（３）
に
答
え
な
さ
い
。

【
カ
ー
ド
】

【
会
話
】

（１）

【
カ
ー
ド
】
中
の

ｃ 

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
Ｂ
の
文
章
中
か
ら
二
字
で
そ
の
ま
ま

ぬ
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

（２）

【
会
話
】
中
の

線
部
３
の
そ
う
た
さ
ん
の
言
葉
は
、【
会
話
】
の
中
で
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
ま
す

か
。
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

あ
か
り
さ
ん
の
発
言
を
打
ち
消
す
働
き
。

イ

あ
か
り
さ
ん
の
発
言
に
共
感
し
付
け
足
す
働
き
。

ウ

具
体
例
を
挙
げ
て
話
題
を
広
げ
る
働
き
。

エ

話
題
を
変
え
て
別
の
こ
と
に
目
を
向
け
る
働
き
。

（３）

Ａ
・
Ｂ
の
文
章
や
【
会
話
】
を
読
ん
で
、
私
た
ち
が
感
じ
た
り
考
え
た
り
す
る
と
き
に
、
外
か
ら
の
情
報
や
自

分
が
置
か
れ
た
状
き
ょ
う
な
ど
に
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。

あ
な
た
の
経
験
を
も
と
に
し
て
、
八
十
字
以
上
百
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

Ｂ

ｃ 

が
あ
た
え
る
え
い
き
ょ
う 

〇 

ブ
リ
ニ
ョ
ー
ル
博
士
ら
の
実
験 

ど
ん
な 

 

ｃ 
 

で
書
く
か 

答
案
へ
の
自
信
の
度
合
い
が
変
化

Ａ

先
入
観
が
あ
た
え
る
え
い
き
ょ
う 

〇 

シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
演
奏

リ
パ
ッ
テ
ィ
の
演
奏
と
い
う
先
入
観 

「
最
高
の
シ
ョ
パ
ン
演
奏
」
と
絶
賛

そ
う
た

Ａ
の
文
章
で
女
流
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
演
奏
を
リ
パ
ッ
テ
ィ
の
演
奏
だ
と
信
じ
て
絶
賛
し
た
人
た
ち
は
、
リ

パ
ッ
テ
ィ
ら
し
く
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
も
新
し
い
み
力
だ
と
思
っ
た
の
か
な
。
思
い
こ
み

は
こ
わ
い
ね
。

あ
か
り

そ
う
だ
ね
。
私
も
後
に
な
っ
て
み
れ
ば
お
か
し
い
と
わ
か
る
の
に
、
先
入
観
か
ら
判
断
を
ま
ち
が
え
た

こ
と
が
あ
る
よ
。

そ
う
た

自３

分
も
似
た
経
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
気
を
つ
け
よ
う
と
思
う
よ
。
と
こ
ろ
で
、
Ｂ
の
文
章
は
、

と
て
も
意
外
な
内
容
だ
っ
た
ね
。
背
筋
を
伸の

ば
し
て
い
る
か
丸
め
て
い
る
か
で
、
答
案
へ
の
自
信
の
度

合
い
が
変
わ
る
な
ん
て
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
よ
。

あ
か
り

Ａ
・
Ｂ
の
文
章
は
ど
ち
ら
も
、『
脳
に
は
妙
な
ク
セ
が
あ
る
』
と
い
う
本
の
文
章
だ
っ
た
ね
。
私
た
ち
の

脳
は
自
由
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
感
じ
た
り
考
え
た
り
す
る
と
き

に
、
外
か
ら
の
情
報
や
自
分
が
置
か
れ
た
状
き
ょ
う
な
ど
に
影え

い

響
き
ょ
う

を
受
け
て
い
る
ん
だ
ね
。

－
3－



 

２ ゆうさんとりんさんは，日本の森林について先生と話し合いました。次の【会話】を読み，下

の問１～６に答えなさい。

【会話】

ゆう：先週の土曜日にキャンプに行きました。 キャンプ場に行くまでの道は山に囲まれて

いて，たくさんの木々を見かけました。

先生：日本は国土面積の約３分の２が森林におおわれていて，世界の中でも， 土地の面積

にしめる森林面積の割
わり

合
あい

が高い国です。土地の面積にしめる森林面積の割合を都道府

県別にみると，東京都や大阪府などは３割程度ですが，およそ３０の道府県は６割以

上となっています。

りん：森林は，私
わたし

たちにとって身近なものなのですね。

先生：そうです。そこで， 日本ではさまざまなことに木材を利用してきました。古い時代

から残る建物や道具などにも，木材を使ったものがたくさんみられます。

ゆう：キャンプ場の指導員さんは，森林は私たちに木材を提
てい

供
きょう

してくれるだけでなく，防災

の面でも重要な役割を果たしていると教えてくれました。

りん：ここ数年は，台風などの大雨によって起こる災害が多くなっていますね。そのため， 

 大雨に対する森林のはたらきに注目が集まっていると聞いたことがあります。

先生：確かにそうです。でも，人が植林してできた人工林では，森林のもつはたらきを引き

出すために，木が成長しやすいように整備し続けていくことが必要です。だから，自

然にまかせるのではなく，人間が森林にかかわり続けることが大事なのです。

ゆう：私が見つけた資料には， 日本の林業や森林に関して，いろいろな課題があると書か

れていました。私たちも，日本の森林を守るために何かできないでしょうか。

りん： 国産の木材を積極的に利用することも，森林を守る行動の一つなのかなと思いま

す。

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

問 ４ そ う た さ ん と あ か り さ ん は 、 Ａ ・ Ｂ の 文 章 を 読 ん で 、 わ か っ た こ と を 次 の よ う に カ ー ド に ま

と め て 、 話 し 合 い ま し た 。 次 の 【 カ ー ド 】 と 【 会 話 】 を 読 み 、 後 の
（
１
）

～
（
３
）

に 答 え な さ い 。

【 カ ー ド 】

【 会 話 】

（
１

）

【 カ ー ド 】 中 の ｃ に 当 て は ま る 言 葉 と し て 適 切 な も の を 、 Ｂ の 文 章 中 か ら 二 字 で そ の ま ま

ぬ き 出 し て 書 き な さ い 。

（
２

）

【 会 話 】 中 の 線 部 ３ の そ う た さ ん の 言 葉 は 、 【 会 話 】 の 中 で ど の よ う な 働 き を し て い ま す

か 。 次 の ア ～ エ か ら 一 つ 選 び 、 そ の 記 号 を 書 き な さ い 。

ア あ か り さ ん の 発 言 を 打 ち 消 す 働 き 。

イ あ か り さ ん の 発 言 に 共 感 し 付 け 足 す 働 き 。

ウ 具 体 例 を 挙 げ て 話 題 を 広 げ る 働 き 。

エ 話 題 を 変 え て 別 の こ と に 目 を 向 け る 働 き 。

（
３
）

Ａ ・ Ｂ の 文 章 や 【 会 話 】 を 読 ん で 、 私 た ち が 感 じ た り 考 え た り す る と き に 、 外 か ら の 情 報 や 自

分 が 置 か れ た 状 き ょ う な ど に 影 響 を 受 け て い る こ と に つ い て 、 あ な た は ど の よ う に 考 え ま す か 。

あ な た の 経 験 を も と に し て 、 八 十 字 以 上 百 字 以 内 で 書 き な さ い 。

Ｂ ｃ が あ た え る え い き ょ う

〇 ブ リ ニ ョ ー ル 博 士 ら の 実 験

ど ん な ｃ で 書 く か

答 案 へ の 自 信 の 度 合 い が 変 化

Ａ 先 入 観 が あ た え る え い き ょ う

〇 シ ョ パ ン の ピ ア ノ 協 奏 曲 の 演 奏

リ パ ッ テ ィ の 演 奏 と い う 先 入 観

「 最 高 の シ ョ パ ン 演 奏 」 と 絶 賛

そ う た Ａ の 文 章 で 女 流 ピ ア ニ ス ト の 演 奏 を リ パ ッ テ ィ の 演 奏 だ と 信 じ て 絶 賛 し た 人 た ち は 、 リ

パ ッ テ ィ ら し く な い と こ ろ が あ っ て も 、 そ れ も 新 し い み 力 だ と 思 っ た の か な 。 思 い こ み

は こ わ い ね 。

あ か り そ う だ ね 。 私 も 後 に な っ て み れ ば お か し い と わ か る の に 、 先 入 観 か ら 判 断 を ま ち が え た

こ と が あ る よ 。

そ う た 自
３

分 も 似 た 経 験 を し た こ と が あ る か ら 、 気 を つ け よ う と 思 う よ 。 と こ ろ で 、 Ｂ の 文 章 は 、

と て も 意 外 な 内 容 だ っ た ね 。 背 筋 を 伸
の

ば し て い る か 丸 め て い る か で 、 答 案 へ の 自 信 の 度

合 い が 変 わ る な ん て 、 思 っ て も み な か っ た よ 。

あ か り Ａ ・ Ｂ の 文 章 は ど ち ら も 、 『 脳 に は 妙 な ク セ が あ る 』 と い う 本 の 文 章 だ っ た ね 。 私 た ち の

脳 は 自 由 に は た ら い て い る の で は な く て 、 い ろ い ろ な こ と を 感 じ た り 考 え た り す る と き

に 、 外 か ら の 情 報 や 自 分 が 置 か れ た 状 き ょ う な ど に 影
え い

響
き ょ う

を 受 け て い る ん だ ね 。

－4－



 

問２ 【会話】中の下線部②に「土地の面積にしめる森林面積の割合」とありますが，次の【資料１】

は，四国のそれぞれの県の 2015 年における県面積，県面積にしめる森林面積の割合，人口

を表したものです。高知県と愛媛県に当てはまるものを，【資料１】中のア～エからそれぞれ

一つ選び，その記号を書きなさい。 
 

【資料１】四国の各県の県面積・森林面積の割合・人口（2015 年） 

県 県面積（ｋｍ2） 県面積にしめる 
森林面積の割合（％） 人口（人） 

ア 7,104 83.3 00728,276 

イ 5,676 70.3 1,385,262 

ウ 4,147 75.2 00755,733 

エ 1,877 46.4 00976,263 

（データでみる県勢 2017 による） 

 
問３ 【会話】中の下線部③に「日本ではさまざまなことに木材を利用してきました」とあります

が，次のア～エは，木材に関する歴史上のできごとについて述べた文です。ア～エのできご

とを，年代の古いものから順に並
なら

べ，その記号を書きなさい。 
ア 豊

とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

が，木製のものさしなどを用いた検地を行わせた。 

イ 歌
うた

川
がわ

広
ひろ

重
しげ

が，木版で大量に印刷されて評判になった浮
うき

世
よ

絵
え

をえがき活やくした。 
ウ 小

お

野
のの

妹
いも

子
こ

が，遣
けん

隋
ずい

使
し

として木造の船で中国にわたった。 
エ 観

かん

阿
あ

弥
み

と世
ぜ

阿
あ

弥
み

の父子が，神社や寺に設けられた木造のぶ台で能を演じた。 

 
問４ 【会話】中の下線部④に「大雨に対する森林のはたらき」とありますが，次の【資料２】は，

植物が生えていない場所，草地，森林において，雨が降
ふ

ったときに，１ｍ2の広さの地面が

１時間あたりにどのくらいの雨水を吸
きゅう

収
しゅう

できるかを示したものです。【資料２】から森林に

ついてわかることと，そのことが災害の防止にどのように役立つのかを書きなさい。 
 

【資料２】地面が吸収できる雨水の量 
 

  

 

問１ 【会話】中の下線部①に「キャンプ場」とありますが，次の【地図】は，島根県の美
み

郷
さと

町に

あるキャンプ場周辺の地図です。【地図】から読み取れることについて述べた文として正し

いものを，下のアア～エエから一一つつ選び，その記号を書きなさい。 
 

【地図】 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

ア Ａ－Ｂ間とＣ－Ｄ間の土地のかたむきを比べると，Ｃ－Ｄ間の方がゆるやかである。 
イ キャンプ場は，土地の高さが 100ｍより高い場所にある。 

ウ キャンプ場の南の方角にある山には広
こう

葉
よう

樹
じゅ

林が広がっているが，針
しん

葉
よう

樹
じゅ

林はみられ

ない。 

エ 町役場からみて，交番は南の方角に，消防署
しょ

は北西の方角にある。 
  

キ
ャ
ン
プ
場

Ａ

Ｂ

Ｃ Ｄ

・改変して作成）（国土地理院の２万５千分の１の地形図「石
いわ

見
み

小
お

原
ばら

」（平成 14年発行）の一部を拡大
かくだい

※ 数
すう

値
ち

は，１ｍ2の広さの地面が１時間あたりに吸収できる雨水の量。

７９Ｌ １２８Ｌ ２５８Ｌ

植物が生えて
いない場所

森 林草 地

（林野庁
ちょう

の資料より作成） 
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問２ 【会話】中の下線部②に「土地の面積にしめる森林面積の割合」とありますが，次の【資料１】

は，四国のそれぞれの県の 2015 年における県面積，県面積にしめる森林面積の割合，人口

を表したものです。高知県と愛媛県に当てはまるものを，【資料１】中のア～エからそれぞれ

一つ選び，その記号を書きなさい。 
 

【資料１】四国の各県の県面積・森林面積の割合・人口（2015 年） 

県 県面積（ｋｍ2） 県面積にしめる 
森林面積の割合（％） 人口（人） 

ア 7,104 83.3 00728,276 

イ 5,676 70.3 1,385,262 

ウ 4,147 75.2 00755,733 

エ 1,877 46.4 00976,263 

（データでみる県勢 2017 による） 

 
問３ 【会話】中の下線部③に「日本ではさまざまなことに木材を利用してきました」とあります

が，次のア～エは，木材に関する歴史上のできごとについて述べた文です。ア～エのできご

とを，年代の古いものから順に並
なら

べ，その記号を書きなさい。 
ア 豊

とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

が，木製のものさしなどを用いた検地を行わせた。 

イ 歌
うた

川
がわ

広
ひろ

重
しげ

が，木版で大量に印刷されて評判になった浮
うき

世
よ

絵
え

をえがき活やくした。 
ウ 小

お

野
のの

妹
いも

子
こ

が，遣
けん

隋
ずい

使
し

として木造の船で中国にわたった。 
エ 観

かん

阿
あ

弥
み

と世
ぜ

阿
あ

弥
み

の父子が，神社や寺に設けられた木造のぶ台で能を演じた。 

 
問４ 【会話】中の下線部④に「大雨に対する森林のはたらき」とありますが，次の【資料２】は，

植物が生えていない場所，草地，森林において，雨が降
ふ

ったときに，１ｍ2の広さの地面が

１時間あたりにどのくらいの雨水を吸
きゅう

収
しゅう

できるかを示したものです。【資料２】から森林に

ついてわかることと，そのことが災害の防止にどのように役立つのかを書きなさい。 
 

【資料２】地面が吸収できる雨水の量 
 

  

 

問１ 【会話】中の下線部①に「キャンプ場」とありますが，次の【地図】は，島根県の美
み

郷
さと

町に

あるキャンプ場周辺の地図です。【地図】から読み取れることについて述べた文として正し

いものを，下のアア～エエから一一つつ選び，その記号を書きなさい。 
 

【地図】 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

ア Ａ－Ｂ間とＣ－Ｄ間の土地のかたむきを比べると，Ｃ－Ｄ間の方がゆるやかである。 
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葉
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樹
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葉
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樹
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エ 町役場からみて，交番は南の方角に，消防署
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は北西の方角にある。 
  

キ
ャ
ン
プ
場

Ａ

Ｂ

Ｃ Ｄ

・改変して作成）（国土地理院の２万５千分の１の地形図「石
いわ

見
み

小
お

原
ばら

」（平成 14年発行）の一部を拡大
かくだい

※ 数
すう

値
ち

は，１ｍ2の広さの地面が１時間あたりに吸収できる雨水の量。

７９Ｌ １２８Ｌ ２５８Ｌ

植物が生えて
いない場所

森 林草 地

（林野庁
ちょう

の資料より作成） 
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問５ 【会話】中の下線部⑤に「日本の林業や森林に関して，いろいろな課題がある」とあります

が，次の【資料３】は，1980 年から 2015 年までの日本における林業で働く人の数の移り変

わりを表したものであり，【資料４】は，1976 年から 2017 年までの日本の森林資
し

源
げん

の量の移

り変わりを表したものです。【資料３】と【資料４】から読み取れることを関連づけて，日本

の林業や森林に関する課題として考えられることを書きなさい。 

 
【資料３】日本における林業で働く人の数の移り変わり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【資料４】日本の森林資源の量の移り変わり 
 

 

問６ 【会話】中の下線部⑥に「国産の木材を積極的に利用する」とありますが，次の【資料５】

は，森林のサイクルと利用を表したものです。多くの人に国産の木材を利用してもらうため

にはどのようにすればよいですか。【資料５】をもとに，国産の木材の利用を拡
かく

大
だい

するための

取り組みのアイデアを考え，４０字以上６０字以内で書きなさい。 
 

【資料５】森林のサイクルと利用 
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（林野庁の資料による） 
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育てる

植える

収かくする

使う

（林野庁の資料より作成） 
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３ りくさんたちの学級では，情報化と私
わたし

たちのくらしについて話し合いました。次の【会話】を

読み，下の問１～４に答えなさい。 
 
【会話】 

りく：今日は，「情報化と私たちのくらし」というテーマについて考えましょう。 
はる：情報という言葉を聞いて，私は先日テレビで見た，災害にあってひ難

なん

所で生活する人

たちの姿
すがた

を思い出しました。
 

災害時には正確な情報が重要です。 
あき：私たちが情報を得る手

しゅ

段
だん

には，いろいろなものがありますね。その中でも，最近では 

 
インターネットを利用する人がとても多いと思います。 

かい：インターネットは，ほしい情報をすぐに手に入れられるから，たいへん便利ですね。

調べ学習のときには，ついインターネットにたよってしまいます。でも，インター

ネットだけだと，かたよった情報になる場合もあるので，他のさまざまな手段も使っ

て調べることが大切だと教えてもらいました。 
はる：インターネットは，情報を受け取るときも，

 
自分が情報を発信するときも，いろい

ろと気をつけなければならないことがありそうですね。 
あき：確かにそうですね。それにしても，

 
情報化にかかわる技術は今，どんどん進化して

いるでしょう。たくさんの情報を高速でやり取りできるようになったり，便利なアプ

リが次々に開発されて，医りょうや教育などさまざまな分野で活用されたりして，こ

れからどのように発
はっ

展
てん

していくのか，とても楽しみです。 
りく：では，情報化が進むにつれて変化する未来の生活について，それぞれ想像したことを

出し合ってみましょう。 

（注）アプリ…パソコンやスマートフォンなどにおいて，目的に応じて使う専
せん

用
よう

プログラムやソフトウェアの

こと。 

 
問１ 【会話】中の下線部①に「災害時には正確な情報が重要です」とありますが，次の【表】は，

災害時の情報伝達手段について特ちょうをまとめたものです。【表】中のＡ～Ｄは，スマート

フォン，テレビ，ラジオ，新聞のいずれかを表しています。Ａ～Ｄは何か，それぞれ書きな

さい。 
 

【表】 

 特 ち ょ う 

Ａ 
持ち運びできる。くわしい情報を得られることが多い。くり返し確

かく

認
にん

できる。一
いっ

般
ぱん

的に

情報がおそく，ひ災地だと入手できないことがある。 

Ｂ 
持ち運びできる。文字でも映

えい

像
ぞう

・音声でも，求める情報がすぐに得られる。自分が情報を

発信することもできる。電池が切れると使えない。災害直後は利用できないことがある。 

Ｃ 
一般的に持ち運びできる。情報がはやく得られる。災害時でも情報を得やすい。電池が切

れると使えない。音声でしか情報を得られない。 

Ｄ 
映像と音声でわかりやすく情報を知らせてくれる。情報がはやく得られる。持ち運びで

きないものが多く，停電時には使えない。 

① 

② 

③ 

④ 

 
 

 

問２ 【会話】中の下線部②に「インターネットを利用する人がとても多い」とありますが，次の

【資料１】は，2019 年における男女別，年れい層
そう

別のインターネット利用率を表したもので

す。【資料１】から読み取れることとして正しいものを，下のア～エから一つ選び，その記号

を書きなさい。 
 

【資料１】男女別，年れい層別のインターネット利用率（2019 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 最も利用率が低い年れい層は，男性も女性も６～１２才である。 
イ ４９才以下では，すべての年れい層で男性よりも女性の方が利用率が高い。 
ウ ２０才から６９才では，すべての年れい層で男性も女性も利用率が９０％以上であ

る。 

エ ５０才以上では，年れい層が高くなるにつれて男性と女性の利用率の差が大きくな

る。 

0 20 40 60 80 100

80才以上

70～79才

60～69才

50～59才

40～49才

30～39才

20～29才

13～19才

6～12才

（％）

男性 女性

52.3

68.3

88.1

97.5

98.5

99.0

99.2

98.5

81.1

66.9

81.0

93.0

97.9

98.2

99.1

99.0

98.3

79.2

（総務省の資料による）
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問３ 【会話】中の下線部③に「自分が情報を発信するとき」とありますが，次の【資料２】は，

2020 年における中学生のインターネットの利用時間についての調査結果を表したものであ

り，【資料３】は，2020 年における中学生のインターネットの利用内容についての調査結果

を表したものです。あなたは，インターネットを使って情報を発信するとき，どのようなこ

とに気をつける必要があると考えますか。「個人の尊
そん

重
ちょう

」「個人情報」「著
ちょ

作
さく

権
けん

」のうち，いず

れかに関係することで，あなたが気をつけなければならないと考えることを，そのように考

える理由もふくめて書きなさい。 
 

【資料２】中学生のインターネットの利用時間についての調査結果（2020年） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料３】中学生のインターネットの利用内容についての調査結果（2020年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 【会話】中の下線部④に「情報化にかかわる技術」とありますが，あなたは今後，情報化に

かかわる技術がどのように進化することを期待しますか。あなたが期待する情報化にかかわ

る技術はどのようなものであるかを示したうえで，それをどのように活用したいと考えるか

を，８０字以上１００字以内で書きなさい。 

0 20 40 60 80 100

※ 調査結果は，利用内容別に，インターネットを利用していると回答した中学生全体にしめる割合

を示したもの。

※ 複数回答（回答をいくつ選んでもよいこと）による調査。

（内閣府の資料より作成） 

その他

勉強等

ショッピング･オークション

ゲーム

電子書せき

動画をみる

音楽をきく

地図・道案内

情報検さく

ニュース

コミュニケーション

（％）
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40.9

8.8

76.4

15.9

84.3

67.5

27.9

60.1

28.9

75.3

0 20 40 60 80 100

16.9 10.4 18.5 23.7 20.1 9.2

1.2

※ 調査結果は，インターネットを利用していると回答した中学生全体にしめる，平日１日あたりの

利用時間別の人数の割
わり

合
あい

を示したもの。

5時間以上 4時間以上5時間未満 3時間以上4時間未満

2時間以上3時間未満 1時間以上2時間未満 1時間未満

わからない

（％）

（内
ない

閣
かく

府の資料による）
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