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まなぶさんとはるかさんは，茨
いばら

城
き

県のことに関していろいろと調べています。 

 

まなぶ：図１は茨城県のシンボルマークだよ。これは，茨城県の県花であるバラの

つぼみをデザイン化したものなんだ。 

はるか：図２は何なの？ 

まなぶ：図１に似せた形を，曲線だけでかいてみたんだ。 

はるか：なかなか上手にかけているね。曲線はすべて円周の一部なのかな。 

まなぶ：そうだよ。図３のような４つの曲線をつなげたんだ。 

はるか：なるほど。すると，曲線の長さの合計は   ㎝だね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１               図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 

 

問題 会話文中の   にあてはまる数を書きなさい。また，どのように求めたのか

途
と

中
ちゅう

の式も書きなさい。ただし，円周率は 3.14とします。 

 

１ 

20°  

円の中心  
直径14㎝
の円周の
半分  

18㎝ 

直径10㎝
の円周の
半分  

直径６㎝
の円周の
４分の３  
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まなぶ：今年の全国高等学校野球選手権大会で，夏の大会は霞
かすみ

ヶ
が

浦
うら

高校が全国大会

に出場したよね。調べてみると，全国大会に出場する高校を決める茨城大

会には 93チームが参加していたんだ。 

はるか：そんなたくさんのチームが参加していたんだ。試合数は全部でどれくらい

あったのかな。 

まなぶ：試合はトーナメント方式で行われたんだ

けど，実は，トーナメント方式の場合，試

合数の合計を簡単に出せる方法があるん

だよ。 

はるか：トーナメント方式というのは，どういうも

のなの。 

まなぶ：図１のような形で行われる勝ちぬき戦の

ことだよ。 

 はるか：図１の例だと，試合数は全部で７試合になるよ。 

 まなぶ：そうだね。ここでポイントとなるのは，トーナメント方式というのは勝ち

ぬき戦で負けたら終わりだから，優勝チーム以外１回ずつ ア ことにな

るよね。すると，試合数の合計は   イ   ことで求められるんだよ。 

 はるか：本当だ。すごく簡単な計算で出すことができるわ。 

 まなぶ：昨年の高校野球の茨城大会では，93チームが 46チームと 47チームの２ブ

ロックに分かれて，それぞれトーナメント戦を行い，各ブロックの優勝チ

ームが最後に決勝戦を行ったんだ。 

 はるか：すると，93チームの中から茨城県の代表校が決まるまでに全部で ウ 試

合行われたことになるのかな。 

 まなぶ：それで合っているよ。では，せっかくだから，もし 93チームがリーグ戦で

戦った場合も考えてみようか。 

 はるか：リーグ戦というのは，どういうものなの。 

 まなぶ：リーグ戦とは，各チームが他チームすべてと試合を行う総当たり戦のこと

だよ。どのチームも他チームすべてと１回ずつ試合を行ったとすると，試

合数の合計はどうなるかな。 

 はるか：これは計算で出せるね。   エ   という式で計算すると，93チーム

がリーグ戦を行った場合の試合数の合計は オ 試合になるよ。 

 まなぶ：正解だよ。リーグ戦はトーナメント戦に比べて試合数が増えるので，時間

がかかってしまうという欠点があるね。 

 

 

問題   ア  ・  イ  にあてはまる適切な語句， ウ ・ オ にあてはま

る数，  エ  にあてはまる式を書きなさい。 

２ 

Ａ  Ｂ Ｃ  Ｄ Ｅ  Ｆ Ｇ  Ｈ 

図１ 
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はるか：今度の発表会には，茨城県内でとった 25枚の写真を図１のように掲
けい

示
じ

しよ

うと思うんだ。写真は縦 16㎝，横 20㎝で，題名には縦３㎝，横 50㎝のス

ペースをとるよ。写真をはる紙の大きさは，縦 116㎝，横 142㎝だよ。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 

 

 まなぶ：紙のはしと題名，題名と写真，写真と写真の間かくは，縦・横それぞれ均

等にすると見栄えがいいよね。 

 はるか：そうだね。すると，縦の間かくは ア ㎝，横の間かくは イ ㎝にすれ

ばいいね。あと，写真を並べる順番はどうしたらいいかな。写真は５種類

あって，各種類の５枚の並べ方は決めているんだ。 

 まなぶ：ということは，鹿嶋市の様子，茨城県の自然，偕楽園の順番を考えること

になるね。 

 はるか：そうだよ。そのほかに，鹿嶋市の様子と茨城県の自然については，上段と

下段に分かれるので，どちらを上段にするかも迷っているんだ。 

 まなぶ：そうすると，並べ方は全部で ウ 通りあることになるね。 

 

 

問題１ 会話文中の ア ・ イ にあてはまる数をそれぞれ書きなさい。 

 

問題２ 会話文中の ウ にあてはまる数を書きなさい。また，どのようにして求め

たのか，鹿嶋市の様子をＡ，茨城県の自然をＢ，偕楽園をＣとしてＡ～Ｃの記

号を用いて説明しなさい。 

３ 

写真の種類 

 

○鹿
か

嶋
しま

市の様子 

カシマスタジアム ５枚 

鹿
か

島
しま

臨海工業地域 ５枚 

○茨城県の自然 

鬼
き

怒
ぬ

川
がわ

 ５枚 

霞ヶ浦 ５枚 

○偕
かい

楽園
らくえん

 ５枚 

写真   

題名   
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まなぶ：茨城県の東海村
とうかいむら

は，日本で初めて原子力発電

所がつくられたところですよね。 

先 生：よく知っていますね。では，電気のことにつ

いて考えてみましょうか。豆電球のつなぎ方

は習いましたよね。図１，図２はそれぞれ何

というつなぎ方ですか。また，豆電球の明る

さは，豆電球を１個だけつないだときと比べ

てどうなっていますか。 

 はるか：図１は直列つなぎ，図２は並列
へいれつ

つなぎです。豆電球の明るさは，１個だけ

つないだときと比べて図１の２個は暗くなり，図２の２個は変わらないで

す。 

先 生：そうですね。豆電球のように電気の流れをじゃまするものを抵
てい

抗
こう

といいま

す。図１の回路では電気の通り道が１本，図２の回路では電気の通り道が

２本ありますが，１本の通り道にある抵抗の数が増えると，電気が通りに

くくなってしまうのです。 

まなぶ：豆電球を直列つなぎで３個，４個，……と増やしていくと，豆電球の明る

さはだんだん暗くなっていくのですか。 

先 生：そういうことです。図１，図２でそれぞれ片方の豆電球をソケットから外

すと，もう 1個の豆電球はどうなると思いますか。 

はるか：図２の場合は同じ明るさでついていると思いますが．図１の場合は電気の

通り道がなくなって，もう 1個の豆電球は消えるのではないでしょうか。 

先 生：そのとおりです。では，家の中での電気回路について考えてみましょう。

図３，図４のＡ，Ｂ，Ｃは，ドライヤーや電子レンジなどの抵抗を表して

いるものとします。家庭内の電気回路は，図３，図４のどちらのタイプだ

と思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

図３          図４ 

 

問題 先生の  線部の質問について答えなさい。また，それを選んだ理由を，会話

文の内容をもとに，２つの点で答えなさい。 

４ 

図１    図２ 

電源 

Ａ Ｂ Ｃ 

電源 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 
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まなぶ：水戸市の日の出・日の入りの時間を調べてみたよ。 

はるか：水戸市は，ほぼ東経 140度に位置していて，日本標準時子午線が通る兵
ひょう

庫
ご

県明石
あ か し

市とは経度が ア 度開いているから，日の出の時間は明石市より

およそ イ 分早いんだよね。 

まなぶ：そうだね。次のＡ～Ｃの表は，2018 年の３月，６月，９月について，水戸

市の日の出・日の入りの時間をまとめたものだよ。Ａ～Ｃのどれが３月の

ものかわかるかな。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(国立天文台ホームページにより作成) 

 

はるか：３月，６月，９月といえば，春分の日，夏至
げ し

，秋分の日がある月だよね。

それから考えると，     ウ     から， エ が３月のものだ

ね。 

まなぶ：そのとおりだよ。よくわかったね。 

 

 

問題 会話文中の ア ・ イ にあてはまる整数，   ウ   にあてはまる語

句， エ にあてはまる記号を書きなさい。 

５ 

Ｃ 

日 日の出 日の入り 

10 5：57 17：41 

11 5：55 17：41 

12 5：54 17：42 

13 5：53 17：43 

14 5：51 17：44 

15 5：50 17：45 

16 5：48 17：46 

17 5：47 17：47 

18 5：45 17：48 

19 5：44 17：49 

20 5：42 17：49 

21 5：41 17：50 

22 5：40 17：51 

23 5：38 17：52 

24 5：37 17：53 

25 5：35 17：54 

 

Ａ 

日 日の出 日の入り 

10 4：20 18：55 

11 4：20 18：56 

12 4：20 18：56 

13 4：20 18：57 

14 4：20 18：57 

15 4：20 18：57 

16 4：20 18：58 

17 4：20 18：58 

18 4：20 18：58 

19 4：20 18：59 

20 4：20 18：59 

21 4：20 18：59 

22 4：21 18：59 

23 4：21 19：00 

24 4：21 19：00 

25 4：21 19：00 

 

Ｂ 

日 日の出 日の入り 

10 5：16 17：54 

11 5：17 17：52 

12 5：18 17：51 

13 5：18 17：49 

14 5：19 17：48 

15 5：20 17：46 

16 5：21 17：45 

17 5：21 17：43 

18 5：22 17：42 

19 5：23 17：40 

20 5：24 17：39 

21 5：25 17：37 

22 5：25 17：36 

23 5：26 17：34 

24 5：27 17：33 

25 5：28 17：31 
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先 生：鹿島臨海工業地域の一部が広がっている神
かみ

栖
す

市では，化学製品をつくると

きに発生する水素をエネルギー源などに活用するための水素ステーション

を設置して，工場で利用する燃料電池自動車などに水素を供給するしくみ

づくりを進めています。 

まなぶ：二酸化炭素の発生をおさえるための対策ですね。 

先 生：そうです。今，水素の話が出ましたので，水素を発生させる実験について

考えてみましょう。図１は，アルミニウム 0.3ｇにいろいろな体積の塩酸を

加えたときに発生する水素の体積を表したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 

 

 はるか：グラフが水平になっている部分は，水素の発生量が変わらないということ

ですよね。 

 先 生：そうですよ。つまり，アルミニウム 0.3ｇに反応する塩酸の体積には限度が

あるということです。 

 まなぶ：図１を見ると，一定量までは，塩酸の体積と発生する水素の体積は比例し

ていますが，塩酸の体積を一定にしてアルミニウムの重さを変えるとき，

一定の重さまでアルミニウムの重さと発生する水素の体積は比例するので

しょうか。 

 先 生：比例します。では，図１の横じくをアルミニウムの重さに変えたグラフを

かいてみましょうか。 

 

問題 塩酸 15 ㎝３にいろいろな重さのアルミニウ

ムを加えたときに発生する水素の体積を表し

たグラフを，図２の目もりにしたがってかきな

さい。 

６ 
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まなぶ：東京オリンピックのカシマスタジアムで行われるサッ

カーの試合は，実際に見に行けなくてもテレビで応援
おうえん

したいね。 

はるか：そうだね。ところで，サッカーボールは 12 個の正五

角形と 20 個の正六角形で囲まれた，図１のような多

面体だそうだよ。 

 まなぶ：おもしろい形だね。多面体といえば，お父さんが，正多面体とよばれる，

合同な正多角形で囲まれた立体は，図２の５種類しかないと言っていたん

だ。５種類の正多面体について，頂点，面，辺の数を調べると，表１のよ

うになるんだけれど，頂点，面，辺の数の関係には，あるきまりがあるそ

うなんだよ。 

 

   正四面体   正六面体   正八面体  正十二面体   正二十面体 

 

 

 
 

図２ 

 

 はるか：表１が太線で分けられている

のはヒントなのかな。 

 まなぶ：そうだと言っていたよ。 

 はるか：わかったわ。これら５つにつ

いては，  ア  という式

が成り立つよ。 

 まなぶ：本当だ。よく気がついたね。

このきまりは，平面で囲まれ 

た穴のない立体には使えると言っていたから，図１の立体の頂点，面，辺

の数を考えてみよう。 

 はるか：面の数は イ とわかっているよね。 

まなぶ：正五角形が 12 個，正六角形が 20 個あるから，辺の数は  ウ  という

式で エ とわかるよ。 

はるか：辺と面の数がわかったから，頂点の数はさっきのきまりを使って オ と

わかるね。 

 

問題 会話文中の ア にあてはまる式を，たとえば「頂点＋面＋辺＝14」のように

書きなさい。また， イ ・ エ ・ オ にあてはまる数， ウ にあてはま

る式を書きなさい。 

７ 

図１   

表１ 

 頂点 面 辺 

正四面体 ４ ４ ６ 

正六面体 ８ ６ 12 

正八面体 ６ ８ 12 

正十二面体 20 12 30 

正二十面体 12 20 30 
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