
適 性 検 査 Ⅱ

１　問題は　 　から　 　までで、１６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００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、解答用紙だけを提出しなさい。

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　受検番号を解答用紙の決められたらんに記入しなさい。

東京都立小石川中等教育学校

１ ３

注　　　意
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　　�　太
た

郎
ろう

さんと花子さんがさいころについて話をしています。

太　郎：面が六つあるさいころは、それぞれの面に１から６まで
の目がかいてあるね（図１）。それぞれの面をスケッチ
してみたよ（図２）。

図２　さいころの面のスケッチ

花　子：このさいころは、向かい合う面の目の数の和が、７になるように作られているよ。
太　郎：本当だ。１の目の面と向かい合う面の目の数は６だね。確かに、足すと７になるね。

〔問題１〕　図１のさいころを立方体の展
てん

開
かい

図
ず

から作るとき、解答用紙の展開図のそれぞれの面に

１から５までの目をかきなさい。ただし、展開図にかく１から５までの目は図２のさい
ころの面のスケッチを用いること。

花　子：さいころの面にかかれた目の数の１から６までの整数を使って、答えが７になる式を
作ることができるかな。

太　郎：例えば、１＋２＋４＝７や、１＋１＋１＋１＋１＋１＋１＝７など、いろいろな式が
作れそうだよ。
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図１　さいころ

適正Ⅱ-①-共通問題.indd   1 2018/01/19   19:44:17

- 2 -- 1 -

花　子：それでは、今回は次のようなルールで考えてみよう。

〔ルール〕
①　�１から６までの整数からいくつかの整数を使って、計算結果が７になるような
式を作る。

　　ただし、同じ整数は一度しか使うことができない。
②　計算記号はたし算の＋、かけ算の×、わり算の÷から選んで使う。
　　ただし、同じ計算記号は一度しか使うことができない。
③　計算に（　）は使わない。

花　子：まずは整数を三つ、計算記号を二
つ使って、式を作ってみようよ。

□に整数を、○に計算記号を入れ

てね（図３）。

太　郎：こんな式を作ってみたよ（図４）。
同じ整数や同じ計算記号が使えな

いと、式を作るのはなかなか難
むずか

し

いんだね。

花　子：そうね。では次に、整数を四つ、計算記号を三つ使う場合はどうなるかな。
　　　　ただし、たし算の＋は、計算記号を入れる○の二つめに入れる場合を考えてみてね（図５）。

図５　整数を四つ、計算記号を三つ使う場合の式

〔問題２〕　〔ルール〕にしたがって、１から６までの中から異
こと

なる整数を四つと、計算記号を

三つ全て使って、計算結果が７になるような式を作りなさい（図５）。
　　　　　解答用紙の式の□には整数を、○には計算記号を入れ、たし算の＋は計算記号を入

れる○の二つめに入れることとする。

　　　　　また、どのように考えて式を作ったのかを説明しなさい。

図３　�整数を三つ、計算記号を二つ
使う場合の式

７

図４　�太郎さんが作った式

７１ ２ ３

７
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花　子：向かい合う面の目の数の和が７になることを同時に見ることができないかな。
太　郎：鏡を使ってみたらどうだろう。３枚

まい

の鏡を、どの２枚の鏡も面と面が垂
すい

直
ちょく

になるよ

うにはり合わせて、その鏡の上にさいころを１個置いてみたよ。

花　子：本当だ。２組の向かい合う面については、それぞれ向かい合う面を同時に見ることが
できるね。見る方向によっては、３枚の鏡にさいころが映

うつ

って、実際に置いた１個の

さいころと鏡に映って見える７個のさいころを合わせて、見かけ上８個のさいころが

あるように見えるね（図６）。不思議だね。

図６　３枚
まい

の鏡をはり合わせてさいころを１個置いたときの見え方

�
（実際の写真を一部加工したもの）
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太　郎：鏡の上に置いたさいころの置き方をいろいろ変えてみると、おもしろいことに気づい
たよ。

花　子：おもしろいことってどのようなことなのかな。
太　郎：さいころを１の目の面が上に、２と３の目の面が手前になるように鏡の上に置いて、

見かけ上８個のさいころの見えている面の目の数を合計してみて。

花　子：見えている面の目の数を合計すると６０になったよ。
太　郎：そうだね。では１の目の面を上にしたままで、さいころの置き方を変えて合計してみ

ようよ。

〔問題３〕　１の目の面を上にしたままで、手前に見えている二つの面の目の数が２と３の組み

合わせとならないようにさいころの置き方を変える。このとき、さいころの手前に見

える二つの面の目の数の組み合わせを一つ答え、その場合の見かけ上８個のさいこ

ろの見えている面の目の数の合計を求めなさい。

　　　　　また、太郎さんが気づいたおもしろいことを、「１の目の面を上にした」と「目の

数の合計」という言葉を使って説明しなさい。
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　�　あさこさんとけんじさんがおじいさんの家に遊びに来て、近くのスーパーマーケットで
買い物をしています。

あ　さ　こ：夕飯のためのお買い物はこれで全部かしら。
け　ん　じ：野菜と、肉と、魚と。うん、たぶんこれでだいじょうぶだと思うよ。
あ　さ　こ：野菜は日本産ね。
け　ん　じ：この肉はオーストラリア産と書いてあるよ。魚はチリ産だって。
あ　さ　こ：食べ物はいろいろなところからやって来るのね。調べてみましょうよ。
け　ん　じ：きっとおじいさんなら資料を持っているよ。

あさこさんとけんじさんはおじいさんの家に帰って、食べ物がどんなところからやって
来ているのかを調べたいと話しました。

おじいさん：いいところに気が付いたね。では、まず、この資料１から考えてごらん。
け　ん　じ：魚

ぎょ

介
かい

類
るい

というのは、魚のことかな。
おじいさん：魚や貝など、水にすむ生き物全体を指しているよ。
あ　さ　こ：国内生産量は分かるけれど、国内消費仕

し

向
むけ

量
りょう

というのは分からないわ。
おじいさん：�国内消費仕向量とは、１年間に国内の市

し

場
じょう

に出回った食料の量だよ。だから、
１年間に国内で消費された食料の量とほぼ同じと考えていいね。

け　ん　じ：国内生産量と国内消費仕向量から、どれだけの食料が国内で生産されているかの
割
わり

合
あい

が計算できるね。
おじいさん：そうだね。その数

すう

値
ち

のことを、食料自給率と呼
よ

んでいるよ。食料自給率には重さ
をもとに計算したものや、金額をもとに計算したものなど、たくさんの考え方が
あるけれど、今は、重さをもとにしたもので考えてみよう。

　

２
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資料１　米、野菜、肉類、魚
ぎょ

介
かい

類
るい

の国内生産量と国内消費仕
し

向
むけ

量
りょう

（単位は千ｔ）

国内生産量

１９７０年 １９８５年 ２０００年 ２０１５年

米 １２６８９ １１６６２ ９４９０ ８４２９

野菜 １５３２８ １６６０７ １３７０４ １１９０９

肉類 １６９５ ３４９０ ２９８２ ３２６８

魚介類 ８７９４ １１４６４ ５７３６ ４１７７

国内消費仕向量

１９７０年 １９８５年 ２０００年 ２０１５年

米 １１９４８ １０８４９ ９７９０ ８６００

野菜 １５４１４ １７４７２ １６８２６ １４８１４

肉類 １８９９ ４３１５ ５６８３ ６０３５

魚介類 ８６３１ １２２６３ １０８１２ ７６７２

� （農林水産省「平成２７年度食料需
じゅ

給
きゅう

表」より作成）
　

〔問題１〕�（１）�　資料１から、米、野菜、肉類、魚介類の食料自給率について、解答用紙の
グラフを完成させなさい。また、グラフの�□、○、✕、△�の記号が、米、野菜、
肉類、魚介類のどれを表しているかが分かるような工

く

夫
ふう

をしなさい。

� �（２）�　米、野菜、肉類、魚介類のうちから一つを選んで、１９７０年から２０１５年
までの食料自給率の変化の様子を具体的な数値を用いて説明しなさい。
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あ　さ　こ：国内生産で足りない分は、輸入しないといけないわね。
け　ん　じ：食料の輸入について、何か考えなければいけないことはないかな。
おじいさん：フードマイレージという言葉を知っているかな。
け　ん　じ：聞いたことがない言葉だな。
おじいさん：�原料となる農産物やできあがった食料をどれくらい運んだかを表す数値だよ。

農産物や食料の重さと運んだ距
きょ

離
り

をかけ合わせるので、単位は重さと距離をかけ
合わせたｔ･ｋｍ（トンキロメートル）が使われるよ。

あ　さ　こ：お米２ｔを３ｋｍ運ぶと、６ｔ･ｋｍになるのね。
おじいさん：そうだよ。輸送にどれほどのエネルギーが使われるかや、どれほどの二酸化炭素

が排
はい

出
しゅつ

されるかを考えるときの目安に使われる考え方だよ。
あ　さ　こ：数値が大きいほど、たくさんの農産物や食料を遠くまで輸送しているということ

になるから、エネルギーをたくさん使うし、二酸化炭素の排
はい

出
しゅつ

量
りょう

も多くなるのね。
おじいさん：そうだね。そして、フードマイレージの数値をなるべく小さくしようとする運動

があるよ。
け　ん　じ：地産地消という取り組みがあることを学校で習ったよ。地産地消をすると農産物

や食料を運ぶ距離が短くなるから、フードマイレージの数値は小さくなるね。
おじいさん：そうだね。資料２を見てごらん。輸入した原料を使う場合と、地元産の農産物を

使って地産地消をする場合で、フードマイレージの数値と二酸化炭素排出量が
どれほどちがうかが分かるよ。

け　ん　じ：フードマイレージの数値を小さくする方が良さそうだね。
あ　さ　こ：そうかしら。必ずしもそうとは言えないような気がするわ。
おじいさん：そうだね。たとえば資料３を見てごらん。
あ　さ　こ：日本ではなく、イギリスの資料ね。トマトとイチゴを、イギリス国内で生産する

場合と、より生産に向いている気候のスペインから輸入する場合とで、必要な
エネルギー量と排出される二酸化炭素量を比べているわね。

おじいさん：�エネルギー量は、農産物１ｔを生産したり、輸送したりするためにどれだけの
エネルギーが必要かを表しているよ。ＧＪ（ギガジュール）というのは、まだ学
校では習っていないだろうけれど、エネルギーの量を表す単位だよ。

け　ん　じ：�では、二酸化炭素排出量の単位は、農産物１ｔを生産したり、輸送したりする
ために排出される二酸化炭素が何ｔになるかを表しているんだね。

おじいさん：その通りだよ。資料２、資料３を参考にして、フードマイレージについて考えて
ごらん。
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資料２　�大豆１ｔを原料にして埼
さい

玉
たま

県小川町で豆
とう

腐
ふ

を作るとき、アメリカ合
がっ

衆
しゅう

国
こく

から輸入した
大豆を使う場合と地元産の大豆を使う場合の比

ひ

較
かく

（２００８年）

輸送距
きょ

離
り

(ｋｍ ) フードマイレージ (ｔ
トン

･ｋｍ ) 二酸化炭素排
はい

出
しゅつ

量
りょう

(ｋ )

輸入した大豆 １９９６８ １９９６８ ２４５.９

地元産の大豆 　　　　３ 　　　　３ 　　０.６

� （農林水産省資料より作成）

資料３　�トマト、イチゴ１ｔをイギリス国内で生産する場合とスペインから輸入する場合の
比較（２００６年）�

必要なエネルギー量 (Ｇ
ギガ

Ｊ
ジュール

) 二酸化炭素排出量 (ｔ )

イギリス国内で
生産する場合

スペインから
輸入する場合

イギリス国内で
生産する場合

スペインから
輸入する場合

トマト
生産 ３４.１ ４.４ ２.１ ０.３

輸送 　０.０ ３.６ ０.０ ０.３

イチゴ
生産 １２.９ ８.３ ０.８ ０.３

輸送 　０.０ ３.０ ０.０ ０.３

※�「生産」の数
すう

値
ち

は、それぞれの国で生産する間に必要なエネルギーの量と、排
はい

出
しゅつ

される二酸
化炭素の量を示している。
※�「輸送」の数値は、スペインからイギリスへ運ぶ間に必要なエネルギーの量と、排出される二
酸化炭素の量を示している。
� （イギリス環

かん

境
きょう

・食
しょく

糧
りょう

・農村地
ち

域
いき

省資料より作成）
　

〔問題２〕�（１）�　フードマイレージの数値を小さくする方が良い理由について、会話や資料を
ふまえて、あなたの考えを書きなさい。

� �（２）�　フードマイレージの数値を小さくする方が必ずしも良いとは言えない理由に
ついて、会話や資料をふまえて、あなたの考えを書きなさい。

キロメートル
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あ　さ　こ：今まで農業について考えてきたけれど、次は漁業について考えてみましょう。
け　ん　じ：資料４と資料５を見つけたよ。
あ　さ　こ：サケ・マス類について、チリでの生産量と、チリ国内での消費量と輸出量、そし

て日本のチリからの輸入量を表しているのね。
け　ん　じ：チリは南アメリカ大陸にある国だね。資料４、資料５から、サケ・マス類を通し

た日本とチリの関係が分かるね。

資料４　チリのサケ・マス類の生産量とその使い道の内
うち

訳
わけ

（２０１２年）

チリのサケ・マス類の生産量 ８２万ｔ 内訳
国内消費量 ３３万ｔ

輸　出　量 ４９万ｔ

� （日本政
せい

策
さく

投資銀行資料より作成）

資料５　日本のチリからのサケ・マス類の輸入量（２０１２年）

日本のチリからのサケ・マス類の輸入量 ２１万ｔ

� （財務省「貿易統計」より作成）

〔問題３〕　日本がチリからサケ・マス類を輸入することは、チリの産業にどのような影
えい

響
きょう

を
あたえているか、会話や資料をふまえて、あなたの考えを書きなさい。
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け　ん　じ：食料の生産や貿易について、いろいろなことが分かったね。
おじいさん：では、これから日本はどうしたら良いと思うかな。
あ　さ　こ：私

わたし

は今のまま輸入を続けた方が良いと思うわ。
け　ん　じ：ぼくは食料自給率を高めた方が良いと思うな。
おじいさん：意見が分かれたね。どちらの立場にも良いところと問題のあるところがありそう

だね。とても大切なことだから、しっかりと考えていかなければいけないね。

〔問題４〕　今までの問題や会話をふまえて、あさこさんとけんじさんのいずれかの立場を選び、
選んだ理由を書きなさい。また、その立場の問題のあるところを書き、社会として
どのように解決していけば良いか、あなたの考えを書きなさい。

� �� なお、解答らんには、１２１字以上１５０字以内で段
だん

落
らく

を変えずに書きなさい。
「�、�」や「�。」もそれぞれ字数に数えます。
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　�　太
た

郎
ろう

さん、花子さん、先生が教室で話をしています。�

太　郎：春になるとスギの花粉が多く飛ぶね。
花　子：実際はどのくらいの数の花粉が飛んでくるのかな。調べてみたいな。
先　生：飛んでいる花粉を数えるのは難

むずか

しいですが、スライドガラスにワセリンという薬品を

　　　　ぬって外に置いておくと、そこに花粉が付くので、その数を数えることならできま

　　　　すよ。

太　郎：花粉は小さいので、数えるときはけんび鏡を使うのですか。
先　生：そうですね。けんび鏡で見えているはん囲は全体の一部なので、どのような倍率がふ
　　　　さわしいか考えて観察することが大切ですよ。

二人は先生のアドバイスを受けながら、次のような方法で花粉の数を調べました。

１　スライドガラスにワセリンをぬる。

２　屋上へ行き、平らな台の上にスライドガラスを置き、飛ばされないように固定する。

３　２４時間後に、スライドガラスを回
かい

収
しゅう

する。�

４　ワセリンに付いた花粉をけんび鏡で観察して、１ｃｍ２あたりの花粉の数を計算で求める。�

図１は二人がけんび鏡で観察した花粉の様子です。�
�

花　子：二種類の花粉が観察できました。形がちがいますが、それぞれ何の花粉ですか。�
先　生：とっ起のある方がスギの花粉、とっ起のない方がヒノキの花粉です。�
太　郎：スギだけでなく、ヒノキの花粉も飛んでいるのですね。
先　生：二人は、どのような倍率で観察しましたか。
花　子：私

わたし

は広いはん囲を見るために低い倍率で観察しました。花粉の付き方は均一ではない

　　　　かもしれないので、広いはん囲の花粉の数を数えた方が良いと思います。�

太　郎：ぼくは高い倍率で観察しました。倍率を高くすると、それぞれの花粉が大きく見えて良
　　　　いと思います。�

3

南多摩中適性検査Ⅱ-③-問題-共通.indd   1 2018/01/09   19:08:51

- 2 -- 1 -

図１　けんび鏡で観察した花粉の様子�

〔問題1〕�　花子さんと太郎さんの観察のうち、花粉の数を求めるのにふさわしいと思う方

　　　　を選び、スギかヒノキのどちらかについて、１ｃｍ２あたりの花粉の数を求

　　　　めなさい。また、それをどのように求めたのかを数と言葉を使って説明しなさい。

スギの花粉 

ヒノキの花粉 

花子さんが観察した花粉の様子（見えているはん囲の面積 ４ｍｍ２） 

 

ヒノキの花粉 

スギの花粉 

太郎さんが観察した花粉の様子（見えているはん囲の面積 ０．２５ｍｍ２） 
た ろう
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太　郎：春は花粉だけでなく、砂
すな

も飛んでいるね。

花　子：黄
こう

砂
さ

のことだよね。この砂も花粉と同じようにけんび鏡で調べられますか。

先　生：この砂は、ユーラシア大陸から飛ばされてくるものです。日本まで飛ばされてくる砂の
　　　　大きさは花粉よりもずっと小さいので、みなさんがけんび鏡で調べるのは難しいです。

　　　　環
かん

境
きょう

省
しょう

などでは、ライダーという特しゅな観
かん

測
そく

装
そう

置
ち

で黄砂の観測をしています。

太　郎：どのようにして観測するのですか。
先　生：では、観測の仕組みを説明しましょう。図２のＡ１のように、地上の観測装置から上空
　　　　に向けて特別な光を出します。光は上空に向かってまっすぐに進みますが、上空に砂が

　　　　ある場合には、砂に当たってはね返ります。この装置では、はね返ってきた光の量と、光

　　　　がはね返ってくるまでの時間を計測しています。

太　郎：光が進むのに、時間がかかるのですか。
先　生：そうですよ。例えば、太陽の光が地球まで進むのに８分以上かかります。

図２　上空の砂
すな

の様子と観
かん

測
そく

装
そう

置
ち

を使った計測結果

Ｂ１ Ｃ１Ａ１

は
ね
返
っ
て
き
た
光

上
空
の
砂観

測
装
置
か
ら
出
し
た
光

砂
に
当
た
ら
な
か
っ
た
光

地上の観測装置

（ライダー）

地上の観測装置

（ライダー）

地上の観測装置

（ライダー）

０.００００４

０.００００３

０.００００２

０.００００１

０
０ １ ２ ３ ４

(秒)

はね返ってきた光の量

光
が
は
ね
返
っ
て
く
る
ま
で
の
時
間

０.００００４

０.００００３

０.００００２

０.００００１

０
０ １ ２ ３ ４

(秒)

はね返ってきた光の量

光
が
は
ね
返
っ
て
く
る
ま
で
の
時
間

０.００００４

０.００００３

０.００００２

０.００００１

０
０ １ ２ ３ ４

(秒)

はね返ってきた光の量

光
が
は
ね
返
っ
て
く
る
ま
で
の
時
間

Ｂ２ Ｃ２Ａ２
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花　子：はね返ってきた光の量と、はね返ってくるまでの時間から何が分かるのですか。

先　生：もう一度、図２を見てください。ここでは光はどんなきょりを進んでも弱くならないも

　　　　のとし、上空の砂は同じ高さに並
な ら

んでいるものとします。図２のＡ１のように砂がある

　　　　場合の計測結果がＡ２のグラフになります。グラフの横
よ こ

軸
じ く

の数が大きいほど、砂に当

　　　　たってはね返ってきた光の量が多いことを示します。

花　子：なるほど。Ｂ１のように砂がある場合の計測結果がＢ２のグラフで、Ｃ１のように砂が

　　　　ある場合の計測結果がＣ２のグラフということですね。

先　生：その通りです。計測結果から上空の砂についてどのようなことが分かるか、説明できま

　　　　すか。

太　郎：はい。はね返ってきた光の量が多いほど （あ） ということが分かります。

花　子：光がはね返ってくるまでの時間が長いほど （い） ということも分かります。

〔問題２〕 　（１）　会話の中の （あ） と （い） に当てはまる文章を答えなさい。

　　　　　（２）　①か②の図のどちらかについて、その計測結果を示すグラフを次のア～エの中

　　　　　　　から一つ選び、記号で答えなさい。ただし、①と②のます目は図２のます目と同

　　　　　　　じ大きさを表すものとします。

②①

地上の観測装置

（ライダー）

地上の観測装置

（ライダー）

上
空
の
砂

ア
０.００００４
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０.００００１
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(秒)
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が
は
ね
返
っ
て
く
る
ま
で
の
時
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が
は
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る
ま
で
の
時
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イ
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花　子：はね返ってきた光の量と、はね返ってくるまでの時間から何が分かるのですか。

先　生：もう一度、図２を見てください。ここでは光はどんなきょりを進んでも弱くならないも

　　　　のとし、上空の砂は同じ高さに並
な ら

んでいるものとします。図２のＡ１のように砂がある

　　　　場合の計測結果がＡ２のグラフになります。グラフの横
よ こ

軸
じ く

の数が大きいほど、砂に当

　　　　たってはね返ってきた光の量が多いことを示します。

花　子：なるほど。Ｂ１のように砂がある場合の計測結果がＢ２のグラフで、Ｃ１のように砂が

　　　　ある場合の計測結果がＣ２のグラフということですね。

先　生：その通りです。計測結果から上空の砂についてどのようなことが分かるか、説明できま

　　　　すか。

太　郎：はい。はね返ってきた光の量が多いほど （あ） ということが分かります。

花　子：光がはね返ってくるまでの時間が長いほど （い） ということも分かります。

〔問題２〕 　（１）　会話の中の （あ） と （い） に当てはまる文章を答えなさい。

　　　　　（２）　①か②の図のどちらかについて、その計測結果を示すグラフを次のア～エの中

　　　　　　　から一つ選び、記号で答えなさい。ただし、①と②のます目は図２のます目と同

　　　　　　　じ大きさを表すものとします。
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太　郎：黄砂という現象はどのようにして起こるのですか。
先　生：図３を見ると黄砂が起こる様子が分かりますよ。
太　郎：なるほど。図３のようにして運ばれた砂の一部が日本付近に落ちてくるのですね。
花　子：黄砂は春に起こることが多いと思うのですが、他の季節には起こらないのですか。
先　生：図４を見ると、日本で黄砂が観測された日数が、春に多く、夏になると少なくなってい
　　　　ることが分かりますね。

図３　黄
こう

砂
さ

が起こる様子　　　　　　　　　　　　 図４　日本で黄砂が観測された平均日数

（気
き

象
しょう

庁
ちょう

ホームページより作成）

太　郎：どうして夏になると黄砂が観測された日数は少なくなっているのですか。
先　生：では、日本で黄砂が観測された日数にえいきょうをあたえる要因を、次の三つにしぼっ
　　　　て考えてみましょう。

〔三つの要因〕
①　黄砂発生地（ユーラシア大陸のある地

ち

域
いき

）の地表にあるかわいた砂の量。（図３①）
②　黄砂発生地の地表でふく強い風で、巻

ま

き上げられる砂の量。（図３②）
③　上空の西から東へ向かう風で、運ばれる砂の量。（図３③）

花　子：黄砂発生地の気象や上空の風について、季節によるちがいを調べれば、黄砂が観測さ
　　　　れた日数が夏になると少なくなっている理由が分かりそうですね。�

太　郎：図書室で調べてみよう。�

二人は図書室で見つけた資料をもとに、春（３月～５月）・夏（６月～８月）・秋（９月～１１

月）・冬（１２月～翌
よく

年
ねん

２月）の季節ごとに平均を求めてグラフを作りました。

太　郎：図５は黄砂発生地の平
へい

均
きん

月
つき

降
こう

水
すい

量
りょう

で、図６は黄砂発生地の平均の積雪の深さです。
　　　　このグラフでは春にも積雪があるけれども、実際に雪があるのは春の初めだけです。
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花　子：黄砂発生地で、地表の砂を巻き上げるくらい強い風がふいた回数の平均をまとめたも

　　　　のが図７です。また、上空の西から東へ向かう風の平均の速さをまとめたものが図８で

　　　　す。風の秒速の数
す う

値
ち

が大きいほど風が強いことを示します。 

先　生：二人がまとめたグラフから、日本で黄砂が観測された日数が、春に比べて夏になると少

　　　　なくなっている理由が説明できそうですね。

図５　黄砂発生地の平
へ い

均
き ん

月
つき

降
こ う

水
す い

量
りょう

　　　　　　　図６　黄砂発生地の平均の積雪の深さ

 

図７　黄砂発生地の地表でふく強い風の平均観測回数 図８　上空の西から東へ向かう風の平均の速さ
（風の強さは１日に８回、３時間おきに観測している。） （秒速を１秒間に進むきょり（ｍ）で表している。）

 

〔問題３〕　図５～図８の中から二つを選び、日本で黄砂が観測された日数が、春に比べて夏に

　　　　なると少なくなっている理由として考えられることを、それぞれ〔三つの要因〕①～③
　　　　のうちの一つと関連付けて説明しなさい。
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（鳥取大学乾燥地研究センター監修
「黄砂－健康・生活環

かん

境
きょう

への影響と対策」より作成）

（鳥取大学乾燥地研究センター監修
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境
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太　郎：黄砂という現象はどのようにして起こるのですか。
先　生：図３を見ると黄砂が起こる様子が分かりますよ。
太　郎：なるほど。図３のようにして運ばれた砂の一部が日本付近に落ちてくるのですね。
花　子：黄砂は春に起こることが多いと思うのですが、他の季節には起こらないのですか。
先　生：図４を見ると、日本で黄砂が観測された日数が、春に多く、夏になると少なくなってい
　　　　ることが分かりますね。

図３　黄
こう

砂
さ

が起こる様子　　　　　　　　　　　　 図４　日本で黄砂が観測された平均日数
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太　郎：どうして夏になると黄砂が観測された日数は少なくなっているのですか。
先　生：では、日本で黄砂が観測された日数にえいきょうをあたえる要因を、次の三つにしぼっ
　　　　て考えてみましょう。

〔三つの要因〕
①　黄砂発生地（ユーラシア大陸のある地

ち

域
いき

）の地表にあるかわいた砂の量。（図３①）
②　黄砂発生地の地表でふく強い風で、巻

ま

き上げられる砂の量。（図３②）
③　上空の西から東へ向かう風で、運ばれる砂の量。（図３③）

花　子：黄砂発生地の気象や上空の風について、季節によるちがいを調べれば、黄砂が観測さ
　　　　れた日数が夏になると少なくなっている理由が分かりそうですね。�

太　郎：図書室で調べてみよう。�

二人は図書室で見つけた資料をもとに、春（３月～５月）・夏（６月～８月）・秋（９月～１１

月）・冬（１２月～翌
よく

年
ねん

２月）の季節ごとに平均を求めてグラフを作りました。

太　郎：図５は黄砂発生地の平
へい

均
きん

月
つき

降
こう

水
すい

量
りょう

で、図６は黄砂発生地の平均の積雪の深さです。
　　　　このグラフでは春にも積雪があるけれども、実際に雪があるのは春の初めだけです。
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花　子：黄砂発生地で、地表の砂を巻き上げるくらい強い風がふいた回数の平均をまとめたも

　　　　のが図７です。また、上空の西から東へ向かう風の平均の速さをまとめたものが図８で

　　　　す。風の秒速の数
す う

値
ち

が大きいほど風が強いことを示します。 

先　生：二人がまとめたグラフから、日本で黄砂が観測された日数が、春に比べて夏になると少

　　　　なくなっている理由が説明できそうですね。

図５　黄砂発生地の平
へ い

均
き ん

月
つき

降
こ う

水
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りょう

　　　　　　　図６　黄砂発生地の平均の積雪の深さ

 

図７　黄砂発生地の地表でふく強い風の平均観測回数 図８　上空の西から東へ向かう風の平均の速さ
（風の強さは１日に８回、３時間おきに観測している。） （秒速を１秒間に進むきょり（ｍ）で表している。）

 

〔問題３〕　図５～図８の中から二つを選び、日本で黄砂が観測された日数が、春に比べて夏に

　　　　なると少なくなっている理由として考えられることを、それぞれ〔三つの要因〕①～③
　　　　のうちの一つと関連付けて説明しなさい。
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