
聖徳学園中学校

適性検査Ⅱ

受 験 番 号 氏　　　名

1　問題は　1　〜　3　までで、15 ページにわたって印刷してあります。

2　検査時間は 45 分間です。

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　答えはすべて解答用紙にはっきりと記入し、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　受験番号、氏名を問題用紙と解答用紙の決められたらんに記入しなさい。

注　　　意

〈2科型〉

2023年度



- 1 -

１ たかおさんとみつこさんは、家族で旅行に来ています。帰りにみんなでお土産
み や げ

を

買いにお店に行きました。 

みつこ：お土産、何にしようかな。 

たかお：ぼくは、おじいちゃん、おばあちゃんへのお土産を先に探してみるよ。 

みつこ：わたしもいっしょに探すよ。このようかんはどうかな。 

たかお：ようかんと言ってもいろいろな種類があるね。 

みつこ：このサイコロみたいなようかん（図１）がかわいいね。 

たかお：そうだね、それにしようかな。 

みつこ：お母さんの料理の手伝いをしているときに豆腐
と う ふ

を切らせてもらったことが

あって、縦、横だけでなく斜
なな

めに切ったときの切り口の形が、いろいろあっ

たことを思い出したよ。このようかんは、斜めに切ったらどんな形がでてく

るのかな。 

〔問題１〕 図１の立方体のようかんを３点Ｐ、Ｑ、Ｆを含
ふく

む平面で切ったときの

切り口を図２の展開図に書き入れなさい。ただし、点Ｐ、Ｑはそれぞれ

辺ＡＤ、辺ＣＤの中点とします。 

みつこ：わたしはいとこへのお土産をさがすことにするね。 

たかお：このゼリーはどうかな。この筒
つつ

のような入れ物（図３）に好きな個数を入れ

て買えるみたいだよ。 

みつこ：最大で何個入るのかな。 

たかお：ゼリーの直径が４ｃｍだったから２４÷４＝６となり、最大で６個入るね。 

みつこ：でもよく見ると筒の底面の円の直径の方がゼリーの直径より大きいからゼ

リーとゼリーが少し重なるように筒の容器に入ると思うよ。

たかお：そうすると、もう少し多くゼリーが入るのかな。 

みつこ：ゼリーが２個入ったときの高さがわかれば最大で何個入るかわかるんじゃな

いかな。 

〔問題２〕 高さが２６ｃｍの円柱を、図３のように片側が２４ｃｍになるところで

切ってできた立体に直径が４ｃｍの球を２個入れたところ、その２つの球

の高さが６．８ｃｍになりました。この立体には最大で何個の球が入れら

れますか。ただし、球は立体の上にはみ出してはいけないものとします。 

 また、この立体の底面の半径が３．４ｃｍのときの体積を求め、その体

積の求め方を言葉や計算式を使って説明しなさい。 
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たかおさんとみつこさんは、おじいさん、おばあさん、いとこへのお土産を買い終

えて、友達へのお土産を探すことにしました。 

 

たかお：ぼくは友達には一人一人に渡せるように、小さい箱に入ったお土産をたくさ

ん買っていくことにするよ。 

みつこ：この小さい箱のおかし（図４）はどうかな。この段ボール（図５）に入れて

家まで１２００円で配送してくれるみたいだよ。 

たかお：重くなりそうだからそうしようかな。足りなくならないようになるべく多く

買いたいけど、配送料も高いから１箱に収まるようにしたいな。 

みつこ：この段ボールにいくつ入るか考えてみようよ。 

たかお：小さい箱がつぶれないように、斜めには入れないようにしよう。 

みつこ：でもいろいろなつめ方がありそうだね。 

たかお：どの面を底面にしたらたくさん入るかな。 

みつこ：小さい箱の各辺がそれぞれ３ｃｍ、４ｃｍ、５ｃｍだから、３ｃｍと４ｃｍ

の底面、３ｃｍと５ｃｍの底面、４ｃｍと５ｃｍの底面の３種類があるね。 

たかお：段ボールの高さによって入れられる個数が変わってくるんじゃないかな。 

 

３ｃｍ
４ｃｍ

図４
５ｃｍ

 

 
 

１２ｃｍ

１２ｃｍ

図５

 
 

 

  

 
 

〔問題３〕 図５のように、底面が正方形で１辺の長さが１２ｃｍの段ボールの箱が

あります。この段ボールに、図４のような小さい箱を、同じ方向でできる

だけ多く段ボールからはみ出さないようにつめます。一番多く入る方法で

つめたところ、段ボールに上も横もすき間なく入りました。一番少ないつ

め方をしたところ、一番多いつめ方より１６個少なくなりました。そのと

きの段ボールの高さは何ｃｍですか。ただし、段ボールの厚みは考えない

ことにします。また、その求め方を言葉と計算式を使って説明しなさい。 
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２ 花子さんと太郎さんは、昼休みに先生と話をしています。 

 

花 子：となりのクラスの先生が４月から産休を取るんだって。 

太 郎：産休って何ですか。 

先 生：女性が出産のため仕事を休むことができる制度です。出産のあと、子どもを

育てるために仕事を休むことができる制度を育児休業といいます。男性も女

性も育児休業をとることができます。 

花 子：子どもを育てることと仕事を両立することは難しいのですか。 

先 生：それを考える際の資料として、女性の年齢
ねんれい

別の働いている割合（図１）を見

てみましょう。 

 

図１ 女性の年齢別の働いている割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内閣府男女共同参画局ホームページより作成） 

 

太 郎：女性の働いている割合が大きく減っているところがあります。 

先 生：図１は「Ｍ字カーブ」と呼ばれるものです。１９８０年と比べると２０２０

年はだいぶゆるやかになっていますが、出産・育児の時期の働いている女性

の割合が減っています。 

花 子：２０代後半から３０代にかけて、女性が仕事をやめている人が多いというこ

とですね。 

太 郎：でも、男性も育児休業が認められていますよね。 

  

％ 

歳
さい

 

 
 

（国立国会図書館 調査及び立法考査局 社会労働課 濱野 恵 

「男性の育児休業の取得促進に関する施策の国際比較」（２０１７年９月）から作成） 
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先 生：２０２１年度は男性の育児休業の取得率が１３．９７％で過去最高でした。

２０２２年度から育児休業の取得を企業がうながすことが義務づけられた

ので、これからその割合が増えてくると思います。日本は出産・子育てをす

る時期の女性の働いている割合が減っていますが、国によってだいぶ差があ

ります。図２を見てください。 

 

図２ 各国における女性の年齢別の働いている割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内閣府男女共同参画局ホームページより作成） 

 

太 郎：育児休業の制度は国ごとにちがいがありますか。 

先 生：国によってしくみが異なるので単純に比較
ひ か く

はできません。表１を見てみま

しょう。 

花 子：日本は１年間の育児休業期間があるのですね。 

 

表１ 各国の育児休業期間・育児休業中の男女の手当 

国名 育児休業期間 育児休業中の手当 

日本 １年間 
最初の６か月は休業前賃金の６７％ 

その後は５０％ 

フランス １年間 定額（月額約５万円） 

スウェーデン １８か月 
最初の３９０日分は休業前賃金の約８０％ 

その後は定額（１日約２千円） 

アメリカ １２週間 なし 
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先 生：日本の育児休業の制度は世界の中でも充実していると言われています。しか

し育児休業を取得しない、取得しても数日という男性が多いのが現状です。 

太 郎：日本の育児休業の取得率というのは、１年間育児休業を取得した人の割合で

はないのですね。 

先 生：そうです。育児休業の制度が整っているだけでなく、どれだけ活用できるか

が大切です。スウェーデンでは男女とも８０％以上の人が育児休業を取得し

ています。フランスでは７０％の男性が育児休業を取得し、男性に最低７日

間の育児休業の取得を義務づけられています。企業は男性に育児休業を取ら

せないと１人当たり約１００万円の罰金
ばっきん

が科せられます。 

花 子：国ごとにさまざまな取り組みをしていますが、アメリカには育児休業の制度

はないのですね。 

先 生：アメリカは州や企業による制度があるだけで、すべての人を対象にしたもの

はありません。図３を見てください。 

 

図３ ６歳未満の子どもをもつ夫婦の家事・育児時間（１日当たり／週平均） 

 

 

 

 

 

 

 

（内閣府男女共同参画局ホームページより作成） 

 

〔問題１〕 図１、図２にあるように、日本では女性が出産・育児期間に働いている

割合が減っています。それはなぜだと思いますか。表１にある国から１つ

選び、日本と比較したうえで、図３と関連づけながら説明しなさい。 
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花 子：私のいとこのお姉さんは子どもが生まれて育児休業をとっていましたが、

最近仕事に復帰しました。 

太 郎：育児休業中は手当がでると、先ほど教えてもらったけれど、仕事に復帰した

後の給料はどうなっているのかな。 

先 生：ひと月あたりの男女・年齢別賃金を示した図４を見てみましょう。 

 

図４ ひと月あたりの男女・年齢別賃金（２０２１年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省ホームページより作成） 

 

花 子：女性の方が賃金が少ないのは、出産・育児などで仕事をやめる人がいるから

ですか。 

先 生：日本は長く勤めると賃金が上がっていく仕組みをとっているところが多いの

で、短期間でやめてしまうと不利になります。役職・勤続年数による賃金格

差を示した表２を見てみましょう。 

 

表２ 役職・勤続年数による賃金格差（２０２１年） 

 ひと月あたりの賃金（万円） 年齢（歳） 勤続年数（年） 

部長級 ５７.８ ５２.８ ２２.４ 

課長級 ４７.６ ４８.７ ２０.５ 

係長級 ３６.８ ４５.３ １７.９ 

非役職者 ２７.７ ４０.７ １０.４ 

（厚生労働省ホームページより作成） 
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図３ ６歳未満の子どもをもつ夫婦の家事・育児時間（１日当たり／週平均） 
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で、短期間でやめてしまうと不利になります。役職・勤続年数による賃金格

差を示した表２を見てみましょう。 

 

表２ 役職・勤続年数による賃金格差（２０２１年） 

 ひと月あたりの賃金（万円） 年齢（歳） 勤続年数（年） 

部長級 ５７.８ ５２.８ ２２.４ 

課長級 ４７.６ ４８.７ ２０.５ 

係長級 ３６.８ ４５.３ １７.９ 
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太 郎：役職って何ですか。 

先 生：職場のまとめ役であり責任者ですね。役職の呼び方は企業によってさまざま

ですが、一般的に係長→課長→部長の順で人や仕事をまとめる範囲が広がり、

責任が重くなっていきます。 

花 子：例えば係長から課長になると、お給料が上がるということですね。 

太 郎：部長級では役職についていない人の約２倍の賃金を得ています。 

先 生：もちろんその分責任も増えます。役職につく女性が少ないことも賃金に影響

しています。役職者にしめる女性の割合を示した図５を見てみましょう。 

花 子：役職につく女性の割合が男性に比べると少ないですね。 

 

図５ 企業における役職者にしめる女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内閣府男女共同参画局ホームページより作成） 

 

〔問題２〕 図４から年代ごとの男女の賃金の差の変化について説明しなさい。ま

た、その変化がおこる理由について、３人の会話文と表２・図５から説明

しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

％ 

年 

 
 

３ 花子さん、太郎さん、先生が野菜について話をしています。 

 

太 郎：スーパーで野菜や果物コーナーに行くと、糖
とう

度
ど

というものが表示されていたよ。 

花 子：私も見たことがあるよ。糖度が高いほど甘
あま

いのかな。 

先 生：いいえ。レモンのようにすっぱいものでも、甘い果物と同じ程度の糖度に

なります。糖度を説明するのは難しいですが、基本的には同じ物質が水に溶

けている場合、その濃度と糖度は比例の関係にあります。 

花 子：なるほど。糖度が高いから甘いというわけではないようですね。 

 

二人は先生のアドバイスを受けながら、次のような実験１・２を行いました。 

 

実験１ 

 手順１ 糖度測定器を用意する（図１）。       

手順２ 次のア～オをガーゼでつつんでしぼり、果
か

汁
じゅう

をあつめ 

る。ただしエは、おろしがねですりおろしてからガーゼ 

でしぼり、果汁をあつめる。 

ア トマト  イ いちご  ウ みかん   

エ りんご  オ レモン 

手順３ 糖度測定器でア～オの糖度を測定する。 

 

実験２ 

手順１ 食塩と砂糖を用意して、１％と１０％の食塩水、砂糖水をつくる。 

手順２ 糖度測定器で、手順１でつくった４つの水溶液の糖度を測定する。 

 

実験１・２の結果は表１のようになりました。 

 

表１ 実験１・２の結果 

糖度（度） 

ア イ ウ エ オ 

６.４ １０.０ １１.２ １４.２ １０.１ 

１％の 

食塩水 
 １   ２  

１０％の 

砂糖水 

１.２ １.１ １１.６ ９.９ 

 

先 生：また、「糖度」に加えて「酸
さん

度
ど

」を測定すると、おいしいと感じる一つの指標

である「糖
とう

酸
さん

比
ひ

」というものが求められます。「糖度」を「酸度」で割ること

で求められます。 

太 郎：酸度とはなんですか。 

図１ 糖度測定器 
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ですが、一般的に係長→課長→部長の順で人や仕事をまとめる範囲が広がり、
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花 子：例えば係長から課長になると、お給料が上がるということですね。 

太 郎：部長級では役職についていない人の約２倍の賃金を得ています。 

先 生：もちろんその分責任も増えます。役職につく女性が少ないことも賃金に影響

しています。役職者にしめる女性の割合を示した図５を見てみましょう。 

花 子：役職につく女性の割合が男性に比べると少ないですね。 
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（内閣府男女共同参画局ホームページより作成） 

 

〔問題２〕 図４から年代ごとの男女の賃金の差の変化について説明しなさい。ま
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先 生：酸度はすっぱさの指標になります。糖度とはちがって、値が大きいほどすっ

ぱいと言えますよ。 

花 子：酸度はどのようにして求められますか。 

先 生：「中和滴
てき

定
てい

」と呼ばれる実験方法を用います。酸度を求めたい果汁に「フェ

ノールフタレイン液」という無色とう明な液体を混ぜ合わせておきます。そ

こに、アルカリ性の液体を少しずつ加えていくと、酸性からアルカリ性に変

わったときに液体の色が赤く変化します。酸度は、加えたアルカリ性の液体

の量をもとにパーセント（％）で表します。 

花 子：私たちで測定するのは難しそうですね。 

太 郎：果汁をたくさんしぼり出す必要もありそうですね。 

先 生：果汁は水でうすめてから用いても問題ありません。アルカリ性の液体は、果

汁にちょうど１cm3加えると、果汁の酸度が０.１％と測れるように作るので、

実際に測定してみてはどうですか。 

 

二人は先生のアドバイスのもと、実験３を行いました。 

 

実験３ 

手順１ 実験１と同じように、次のア～オをガーゼでつつんでしぼり、果汁をあつ

める。 

ア トマト  イ いちご  ウ みかん  エ りんご  オ レモン 

 手順２ ５つのビーカーに、ア～オの果汁１cm3をそれぞれ入れ、さらに水１０cm3を

入れて、よくかき混ぜる。 

手順３ 手順２の液体に、フェノールフタレイン液をそれぞれ１滴加え、液体ア、

液体イ、液体ウ、液体エ、液体オとする。 

手順４ 手順３で用意したそれぞれの液体に、アルカリ性の液体を１cm3加え、液体

の色が変わるかを確認する。 

手順５ 液体の色が赤く変わるまで、手順４をくり返す。 

 

実験３の結果は、表２のようになりました。 

 

表２ 加えたアルカリ性の液体の量 

 液体ア 液体イ 液体ウ 液体エ 液体オ 

加えたアルカリ性の液体の量

（cm3） 
７ ８ ４ ４ ４６ 

 

 

 

 
 

太 郎：液体アは色が変わるまでに７cm3 加えたから、酸度は０.６％から０.７％と

いうことだね。 

花 子：トマトの酸度は０.７％として考えよう。 

太 郎：ちがう野菜や果物なのに、糖度も酸度も同じ程度のものがあります。 

先 生：そうですね。それぞれおいしいとされる糖酸比があります。表３を見てくだ

さい。 

表３ おいしいとされる糖酸比 

 糖酸比 

トマト １２～１５ 

いちご １６～１７ 

みかん １２～３０ 

りんご ３０～４０ 

（株式会社アタゴ ホームページ『データブック 酸度計-糖酸比』より作成） 

 

〔問題１〕（１）表１の １ ・ ２ には、１％の砂糖水、１０％の食塩水のどち

らかが入ります。 ２ に入るものを選びなさい。またその理由を、

会話文を参考にして答えなさい。 

     （２）実験３と表１・２・３をもとに、二人の実験で用いた食べ物のうち、

糖酸比の値から「おいしい」と感じると考えられるものを選びなさ

い。また、選んだ理由を表１・２・３をもとに書きなさい。 

 

太 郎：どのようにしておいしい野菜を育てているのかな。 

花 子：糖酸比の値をすぐれた値にする方法はありますか。 

先 生：水をあたえる量をコントロールすることで、果実の品質や 収
しゅう

穫
かく

量にちがい

が出るようです。実際にトマトを育てて調べてみましょう。 

太 郎：トマトは糖酸比が１２～１５になればおいしいんだよね。 

先 生：そうですが、今回は実験ですし、糖酸比９以上になればよいでしょう。 

 

二人は先生のアドバイスを受けながら、次のような実験４を行いました。 
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トマト １２～１５ 

いちご １６～１７ 

みかん １２～３０ 

りんご ３０～４０ 

（株式会社アタゴ ホームページ『データブック 酸度計-糖酸比』より作成） 

 

〔問題１〕（１）表１の １ ・ ２ には、１％の砂糖水、１０％の食塩水のどち

らかが入ります。 ２ に入るものを選びなさい。またその理由を、
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糖酸比の値から「おいしい」と感じると考えられるものを選びなさ

い。また、選んだ理由を表１・２・３をもとに書きなさい。 

 

太 郎：どのようにしておいしい野菜を育てているのかな。 

花 子：糖酸比の値をすぐれた値にする方法はありますか。 

先 生：水をあたえる量をコントロールすることで、果実の品質や 収
しゅう

穫
かく

量にちがい

が出るようです。実際にトマトを育てて調べてみましょう。 

太 郎：トマトは糖酸比が１２～１５になればおいしいんだよね。 

先 生：そうですが、今回は実験ですし、糖酸比９以上になればよいでしょう。 

 

二人は先生のアドバイスを受けながら、次のような実験４を行いました。 
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実験４ 

手順１ それぞれ次の条件でトマトを育てる。Ｅ、Ｆ、Ｇは２鉢
はち

用意する。 

Ａ：畑で週２回、１株
かぶ

（０．３ ｍ２）あたり７．５Ｌずつ水やりをする。 

Ｂ：畑で週２回、１株（０．３ ｍ２）あたり５Ｌずつ水やりをする。 

Ｃ：畑で週２回、１株（０．３ ｍ２）あたり３Ｌずつ水やりをする。 

Ｄ：畑で水やりをせず、雨水のみで育てる。 

Ｅ：ルートボックスで週２回、１株（０．３ ｍ２）あたり７．５Ｌずつ水や

りをする。 

Ｆ：ルートボックスで週２回、１株（０．３ ｍ２）あたり５Ｌずつ水やりを

する。 

Ｇ：ルートボックスで週２回、１株（０．３ ｍ２）あたり３Ｌずつ水やりを

する。 

手順２ 花が咲き始める頃まで育て、Ｅ、Ｆ、Ｇの根の張り方を観察してスケッチ

をする。 

手順３ 手順２のあと、Ｅ、Ｆ、Ｇから１鉢ずつとり、根の重さと、くきや葉の重

さを調べる。 

手順４ 実が色づきヘタがそり返った実を収穫し、その個数と実の重さを記録する。 

手順５ Ａ～Ｇのトマトの糖度と酸度を測定する。 

 

花 子：ルートボックスとはなんだろう。 

太 郎：とう明な面があって、水
すい

槽
そう

やアリの飼育箱のようなものみたいだね。 

先 生：そうですね。ルートボックスというのは、根の育ち具合を観察できるように

なっている容器です。 

花 子：畑とルートボックスではかなり条件がちがってしまいそうですね。 

先 生：そこで、なるべく近い条件にするために、あたえる肥料の割合やトマト１株

あたりの面積は同じくらいになるようにしておきます。 

太 郎：雨の影
えい

響
きょう

は考えなくていいのですか。 

先 生：もちろん考えます。降水量と面積をかければ降った雨水の体積が求められる

のでその分は差し引いて水やりをしていきます。 

花 子：水をたっぷりあげると、くきも葉も大きく育ちそうですね。 

太 郎：くきや葉が大きいほど、根もしっかり張って、量も多いのではないかな。 

先 生：その様子はルートボックスで観察できます。株ごとにくきや葉の重さと根の

重さを調べてみましょう。成長に差がでることもあるので、根の重さに対す

るくきや葉の重さの比を求めると比
ひ

較
かく

しやすいでしょう。 

 

 

 

 

 
 

実験４の手順２・手順３は図３・表４のように、手順４・手順５は表５・表６のよ

うになりました。 

 

図３ 水やりの量と根の張りかたの関係（スケッチ） 

 
Ｅ 

 
Ｆ 

 

Ｇ 

 

表４ 水やりのしかたと、植物のからだの成長ぐあいの比較 

  Ｅ Ｆ Ｇ 

くきや葉の重さ（ｇ） ２１５８ １９９５ １７８１ 

根の重さ（ｇ） １９８．５ ２０９．５ ２３０ 

根の重さに対する 

くきや葉の重さの比 
１０．９ ９．５ ７．７ 

 

表５ 水やりの仕方とトマトの果実の１株あたりの収穫量の比較 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 

収穫個数 ２７ ２７ ２６ ２４ ３５ ３１ ３２ 

総重量（ｇ） ５２７０ ５４０３ ５０８３ ４５８６ ５８７０ ４９７９ ４３３４ 

1 個あたり

の重さ（ｇ） 
１９５．２ ２００．１ １９５．６ １９１．１ １６７．７ １６０．６ １３５．４ 

 

表６ 水やりの仕方とトマトの果実の糖度・酸度の測定結果 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 

糖度（度） ３．９ ４．０ ４．１ ５．１ ４．８ ５．２ ７．２ 

酸度（％） ０．５３ ０．４７ ０．４７ ０．５２ ０．４６ ０．６９ １．０４ 

糖酸比 ７．３５ ８．５０ ８．７２ ９．８０ １０．４０ ７．６０ ６．９１ 

(図３、表４～６ 信州大学農学部紀要 トマトの生育、収量ならびに果実品質におよぼす潅水量の影

響より作成) 
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〔問題２〕（１）太郎さんは「くきや葉が大きいほど、根もしっかり張って、量も多い

のではないかな。」と予想しました。この予想は正しいですか。実験

４の結果を用いて説明しなさい。 

（２）糖酸比の値から「おいしい」と考えられるトマトをたくさん収穫する

ためには、どの条件が最も適していると考えられますか。実験４のＡ

～Ｇから１つ選びなさい。また、その理由を、表５、表６と３人の会

話を参考にして説明しなさい。 

 

 

 



３ 
 

〔問題１〕 

 

 

〔問題２〕 

（１） 

 

（２）〔適している条件〕 

  

〔理由〕 

 

（１）〔選んだもの〕 

            

〔理由〕 

 

（２）〔「おいしい」と感じるもの〕 

  

〔理由〕 

 

 

※ 

      

※ 

      

2023 年度

受 験 番 号 氏　　　名

※のらんには、記入しないこと

（聖徳学園）

解答用紙　　適 性 検 査 Ⅱ〈2科型〉
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〔問題１〕 

〔問題２〕 

筒の立体には最大で〔   〕個の球が入ります。 

筒の立体の体積は〔 〕ｃｍ
3
です。

〔説明〕 

〔問題３〕 

段ボールの高さは〔 〕ｃｍ です。 

〔説明〕 
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 男女の賃金の差の変化 

 

 

 

 

 

 

 

その変化が起こる理由 
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