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適性検査Ⅱ

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校

１０：１５～１１：００

注 意

１　問題は1から3まであり、この問題冊
さっ

子
し

は１ページから２６ページにわ
たって印刷してあります。ページの抜

ぬ

け、白紙、印刷の重なりや不
ふ

鮮
せん

明
めい

な
部分などがないかを確

かく

認
にん

してください。あった場合は手をあげて監
かん

督
とく

の先
生の指示にしたがってください。

２　受検番号と氏名を解答用紙の決められた場所に記入してください。
３　答えはすべて解答用紙に記入し、解答用紙だけを提出してください。
４　声を出して読んではいけません。
５　計算が必要なときは、この問題用紙の余白を利用してください。
６　字ははっきりと書き、答えを直すときは、きれいに消してから新しい答え

を書いてください。
７　問題用紙、解答用紙を切ってはいけません。
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1　はなこさんとたろうさんは、「持続可能な開発目標（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ　 

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｇｏａｌｓ、略
りゃく

称
しょう

はＳＤＧｓ）」を自由研究の

テーマにすることにしました。１７ある目標のうち１３番目にあげられてい 

る「気候変動に具体的な対
たい

策
さく

を」について資料を探
さが

し、【資料１】、【資料２】、

【資料３】、【資料４】をまとめました。

【資料１】見つけた資料をまとめたもの「気候変動について」

（東北大学大学院理学研究科大気海洋変動観測研究センターのウェブページより作成）

　２０１９年スペインで※１ＣＯＰ２５が開
かい

催
さい

されました。ここで話し合われた 

内容には、地球温
おん

暖
だん

化問題がふくまれています。科学者が果たせる重要な役
やく

割
わり

 

として、人間活動による温室効果ガス濃
のう

度
ど

の上
じょう

昇
しょう

を明らかにすることが考え 

られます。また、将
しょう

来
らい

の温室効果ガス濃度の予測、それによる気候変動の 

予測をすることも大切です。

　１９５０年代に温室効果ガスの１つである二酸化炭素の濃度の観測が開始さ 

れ、現在では地球全体で行われています。気
き

象
しょう

庁
ちょう

によると日本の南鳥島では 

１９９３年の二酸化炭素濃度の平
へい

均
きん

値
ち

は３５８.３ｐ
※２

ｐｍであったものが、

２０１９年には４１２.２ｐｐｍと報告されています。

　温室効果ガスと気候はたがいに影
えい

響
きょう

をあたえ合うので、将来の予測のため 

には現在の温室効果ガス濃度の上昇や人間活動によって排
はい

出
しゅつ

される温室効果 

ガスの量の把
は

握
あく

だけでは不十分です。過去の温室効果ガスの変動と気候変動の 

関係を明らかにすることが必要不可欠です。

【資料２】見つけた資料をまとめたもの「氷
ひょう

床
しょう

コ
※３

アについて」

　過去に起きた気候変動の復元と同時に、温室効果ガスの成分の変動を復元で

きる方法が氷床コア分
ぶん

析
せき

です。氷床とは、南極やグリーンランドで降
ふ

り積
つ

もった 

雪が固まってできた、大地を広く覆
おお

う厚い氷です。雪が降り積もり、※４自重で

圧
あっ

縮
しゅく

され氷へ変化します。このとき、雪の隙
すき

間
ま

にあった空気が氷の中に取り込
こ

まれ、過去の空気が保存されます。氷床コア分析は、過去の空気を氷の中から

取り出して、直接分析する方法です。

　日本では氷床コアを研究するため、南極の「ドームふじ基地」で氷床コアの

採
さい

取
しゅ

を行っています。

（東北大学大学院理学研究科大気海洋変動観測研究センターのウェブページより作成）
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【資料３】見つけた資料をまとめたもの「ドームふじ基地と氷床コアについて」

【図１】南極大陸でのドームふじ基地の位置と断面図（あ ― い）

（国立極地研究所のウェブページより作成）

【図２】氷床コア

※１　ＣＯＰ２５・・・気候変動枠
わく

組
ぐみ

条約の第２５回締
てい

約
やく

国会議

※２　ｐｐｍ・・・・・全体の量を１００万としたとき、その中にふくまれる 

　　　　　　　　　　　ものの量がいくつであるかを表すことば

※３　コア・・・・・・地
ち

層
そう

や氷床をドリルなどでくり抜
ぬ

いて採取したサンプル

※４　自重・・・・・・自分自身の重さ

氷床

大陸の岩盤
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【図３】
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【会話文】

たろうさん：「ドームふじの氷
ひょう

床
しょう

コア分
ぶん

析
せき

」を調べていると、【図３】を見つ

けました。氷床をくり抜
ぬ

いた深さと、氷床ができた年代との関係

を表した資料です。

はなこさん：【 図 ３】を 見 て み る と、 

くり抜いた深さを基準に

しているようなので左側

の軸
じく

の目
め

盛
も

りは等
とう

間
かん

隔
かく

で

すが、右側の軸の目盛りは

そうではないようですね。

たろうさん：右側の軸の年代は目盛りの

幅
はば

が不規則に見えますね。

年によって降
ふ

る雪の量が

違
ちが

うからなのでしょうか。

はなこさん： 資 料 を 理 解 す る た め に

【図３】をもとに、グラフ

をつくってみたいですね。 

①くり抜いた深さ５００ｍ

ごとに区切って、何年分の

氷床であるかを表すグラ

フをつくってみましょう。

たろうさん： もうひとつ、視
し

点
てん

を変えて 

②５万年ごとに区切って、氷床の厚さを表すグラフをつくって 

みましょう。

はなこさん：つくったグラフをみると規則性がみえてきましたね。

たろうさん：【図３】からは（　う　）なっていることがよみとれますね。

はなこさん：確かにそうですね。グラフの表し方で、みえ方がずいぶん 

変わりましたね。

たろうさん：次は、過去の南極の環
かん

境
きょう

を知りたいので調べてきますね。

(Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｇｅｏｇｒａｐｈｙより作成)

氷床コア

く
り

抜
い

た
深

さ（
ｍ

） 年
代（

×
千

年
前

）
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問題１　【会話文】中の＿線①、＿線②について、はなこさんの提案で作成

したグラフとして最も適切なものを、次の１～６からそれぞれ一つずつ選び、

番号を書きなさい。

１ ２ ３

４ ５ ６

くり抜いた深さ（×10ｍ）

年
（
×
千
年
分
）

年代（×千年）

氷
床
の
厚
さ
（
ｍ
）

氷
床
の
厚
さ
（
ｍ
）

年代（×千年）

くり抜いた深さ（×10ｍ）

年
（
×
千
年
分
）

氷
床
の
厚
さ
（
ｍ
）

年代（×千年）

氷
床
の
厚
さ
（
ｍ
）

年代（×千年）
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問題２　文章中の（　う　）に、最もよくあてはまることばについて、次の語群
からことばを４つ選んで意味の通る順番に並

なら

べ、それらの番号を順番通り
に書きなさい。

語群

１　５万年ごとの　　

２　５００ｍごとの

３　氷
ひょう

床
しょう

の年代は

４　氷床の厚さは

５　新しいものほど　

６　古いものほど　　

７　大陸の岩
がん

盤
ばん

の熱で　　

８　地表を吹
ふ

く冷たい風で　　

９　雪が多く　　

10　雪が少なく　　

11　薄
うす

く　　

12　溶
と

けやすく　　

13　溶けにくく　　
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このページに問題は印刷されていません。
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　たろうさんは南極ドームふじの氷
ひょう

床
しょう

コアからわかる過去の気温について調べて、

【資料４】をまとめ、はなこさんにわたしました。しかし、【図４】では縦
たて

軸
じく

が

表す言葉や単位もなく、文章の一部が汚
よご

れて読めなくなっていました。

【資料４】たろうさんがまとめた資料

【図４】

え

か

お

現在からさかのぼった年代（年前）

　【図４】は、南極のドームふじの氷床コアから得た過去７２万年の中の

３４万年にわたる 濃
のう

度
ど

、その他の海底コ

ア研究から得られている とを比
ひ

較
かく

したものです。

　過去３４万年の間には、温
おん

暖
だん

かつ海水面が現在と同じくらいの「間
かん

氷
ぴょう

期
き

」

が現在をふくめて何度かあり、それ以外の時期の大部分は寒冷な「氷期」だっ

たことがわかります。二酸化炭素濃度は、間氷期に高い状態で、氷期に低い

状態であることから、南極の気温と温室効果ガス濃度は関係していたことが

わかります。また、氷期から間氷期に向かって気温が上
じょう

昇
しょう

するとき、二酸化

炭素濃度は上昇していることがわかります。さらに、気温が上昇した後、海

水面は上昇していることがわかります。

（東北大学大学院理学研究科大気海洋変動観測研究センターのウェブページより作成）
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問題３　【図４】のグラフの縦軸が何を表しているのか え～かにあてはまるものを、 

次の１～６から選び、それぞれ番号を書きなさい。同じ番号を解答らんに

書いてはいけません。 え 、 お は現在の値
あたい

を基準としています。

１　南極の気温の変動（℃）

２　大気中の二酸化炭素濃度（ｐｐｍ）

３　大気中の酸素濃度（ｐｐｍ）

４　氷床の厚さの変動（ｍ）

５　海水面の変動（ｍ）

６　大気中のオゾン濃度（ｐｐｍ）
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このページに問題は印刷されていません。
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2　たろうさんとはなこさんは、大きな白い発
はっ

泡
ぽう

スチロールのかたまりから

切り出した【図１】の四角柱について考えています。次の【会話文】を読み、

あとの問題に答えなさい。

　　【図１】

たろうさん：底面に特
とく

徴
ちょう

のある四角柱ですね。

はなこさん：この四角柱の底面は、直角が２つだけで、残りの角は直角ではない四角形

になっていますね。

たろうさん：この四角形を底面の四角形とよぶことにしましょう。

はなこさん：わかりやすいように、底面の四角形すべてを赤く、側面すべてを青く

ぬってみましょう。

１０cm

７. ５cm

３. ５cm

１２cm
５cm

【会話文】

問題１　赤くぬった面の面積と青くぬった面の面積の比を最も簡
かん

単
たん

な整数の比

で表しなさい。
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たろうさん：ところで、こんな資料をみつけました。【資料１】を見てください。

【資料１】※１等
とう

脚
きゃく

台形を長方形に形を変える方法

【会話文】の続き

直線あ 直線い
①

②

頂
ちょう

点
てん

どうしは、離
はな

れないよう

につながれている

※１　等脚台形・・・台形のなかまで、右の図のように平行でない

　　　　　　　　　　１組の辺の長さが等しい図形のこと

③
④
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はなこさん：おもしろいですね。等脚台形は①の直線あ、直線いのような２本の

切り取り線で切って動かすと、長方形に形を変えることができるの

ですね。

問題２　【資料１】では、等脚台形を長方形に形を変えるために、どのように２本

の切り取り線である直線あ、直線いをひいたと考えられますか。最も適切

なものを、次の１～６から一つ選び、番号を書きなさい。

１　切り取られた４つの部分の面積が等しくなるようにひいた

２　２本の切り取り線の長さが等しくなるようにひいた

３　２本の切り取り線が垂
すい

直
ちょく

に交わるようにひいた

４　それぞれの辺に垂直になるようにひいた

５　向かい合う辺のそれぞれを２等分する点どうしを結ぶようにひいた

６　合同な四角形の組が２つできるようにひいた
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たろうさん：【図１】の底面の四角形も、【資料１】のように切り方を工夫したら、 

長方形に形を変えることができるのではないでしょうか。

はなこさん：そうですね。

たろうさん：見てください。底面の四角形を切って、並
なら

べかえたら、①長方形に

することができましたよ。

はなこさん：すごいですね。長方形になりましたね。

たろうさん：では、さらに切り方を工夫したら、底面の四角形を長方形以外の 

形にすることもできるのではないでしょうか。

はなこさん：どうでしょう。いろいろ切って試してみましょう。

たろうさん：見てください。②三角形にすることができましたよ。

はなこさん：本当ですね。

【会話文】の続き
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問題３　【会話文】中の＿線①、＿線②にあてはまる切り方の図として適切

なものを、次の１～６からすべて選び、それぞれ番号を書きなさい。ただ

し、図の 線は切り取り線を表しています。

１ ２

３ ４

５ ６
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たろうさん：【図１】の四角柱を、【図２】の切り取り線にそって、底面の四
角形に垂

すい

直
ちょく

になるように切ってみました。では並
なら

べかえてみま

しょう。

はなこさん：並べかえたことによって、側面の青くぬった面がすべて見えなく

なりましたね。かわりに、中から白い面がでてきました。

たろうさん：並べかえる前と並べかえた後で、底面積は変わるのでしょうか。

はなこさん：底面は並べかえただけだから、変わらないのではないでしょう

か。

たろうさん：そうですよね。では、側面の面積の合計も変わらないのでしょ

うか。

はなこさん：それはどうでしょうか。

たろうさん：では、【図２】の切り取り線の長さを、実際に測って、外側にく

る白い面の面積の合計を計算してみましょう。

はなこさん：細かい部分は測れないので、長さはがい数でいいですね。

たろうさん：そうですね。

【会話文】の続き

【図１】 【図２】

１０cm

７.５cm

３.５cm

１２cm
５cm
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問題４　下の【図３】はたろうさんとはなこさんが【図２】の切り取り線の長さ

を実際に測って、記録したものです。【会話文】にあるように、並べかえて

できた立体の外側にくる白い面の面積の合計を答えなさい。

【図３】

６. ５cm

５cm
９. ２cm
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3　たろうさんは外来種に興味をもち、どのような外来種がいるのかを調べま

した。その中で、魚類の一種であるオオクチバス（ブラックバス）に関する

【資料１】を見つけました。

【資料１】オオクチバスについて

　オオクチバスはサンフィッシュ

科に属し、北アメリカに自然分布し

ている魚です。１９２５年に釣
つ

りを

対象として神奈川県芦
あし

ノ
の

湖
こ

に導入

され、現在では国内のほとんどの川

や湖、池に分布しています。成魚

では体長が４０ｃｍ以上にもなり

ます。産
さん

卵
らん

はオスが作ったすり鉢
ばち

状の巣で行われます。繁
はん

殖
しょく

期は水温が１６ 

～２０℃となる春から初夏です。産卵からふ化後３週間くらいまでの小さな 

魚は、オス親に保護されます。アメリカの報告によると、メス１匹
ぴき

あたりの 
※１抱

ほう

卵
らん

数は２０００～１４５０００個であり、体のサイズの大きなメスほど 

多くの卵
たまご

を産むとされています。国内では、体長２０～２３ｃｍの三年魚の 

抱卵数が１７２００～２９５００個であることや、※２ 産
さん

卵
らん

床
しょう

１つあたり 

約５０００～４３０００個の卵が確認されています。春から秋にかけては、 

水草地帯や障
しょう

害
がい

物
ぶつ

のある岸辺近くで活発に餌
えさ

を求めて動き回り、水温が１０℃

前後になる秋には深いところへ移動し、冬には沈
しず

んでいる木などの間で群を 

なして越
えっ

冬
とう

します。

　通常はオイカワ、ヨシノボリ類などの魚類やエビ・ザリガニ類などを主食と

し、その他水面に落下した昆
こん

虫
ちゅう

や鳥のヒナまで捕
ほ

食
しょく

することがあります。

　オオクチバスは釣りの対象として人気がありますが、昔から日本に生息して

いた在来種を食い荒
あ

らして害を与
あた

えることが問題となり、外来生物法で特定外

来生物に指定され、無許可の飼育・譲
じょう

渡
と

・運
うん

搬
ぱん

・放流などが禁止されています。

※１　抱卵数・・・・メスが体内に抱
かか

えている卵の数

※２　産卵床・・・・卵を産
う

む場所

【図１】オオクチバス

（国立環
かん

境
きょう

研究所のウェブページをもとに作成）
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　たろうさんは、学校の裏
うら

山
やま

にある池のオオクチバスの調査をしようと考えまし

た。この池は江
え

戸
ど

時代に農業用ため池として作られましたが、現在は使われてお

らず、川や水路などにつながっていない池です。

　たろうさんは、この池に何
なん

匹
ひき

くらいのオオクチバスが生息しているのか調査

することにしました。しかし、魚類は自由に泳ぎ回るので数えることが難
むずか

しく、 

すべて捕
つか

まえることも現実的ではありません。そこで、たろうさんは魚の数を

推
すい

定
てい

する方法を調べました。調べている中で【資料２】を見つけ、標識再捕
ほ

獲
かく

法

を用いてこの池に生息するオオクチバスの数を推定することにしました。

【資料２】標識再捕獲法

　標識再捕獲法は、たとえば池に生息するオオクチバスを２０匹捕まえて、 

行動や生活に支
し

障
しょう

のない大きさの標識をつけてから放します。しばらく期間をお

いてから、２回目の捕獲を行います。このとき、１回目の捕獲とできるだけ同じ

条件で捕獲します。捕獲は※３無
む

作
さく

為
い

に行わなければなりません。そして、２回目

の捕獲で捕まえた中に、どれだけの個体に以前つけた標識がついているかを調べ

ます。その地
ち

域
いき

にたくさんの個体がいるほど、最初に標識をつけた個体は群れの

中で広がりますから、２回目の調査で捕まえた中に標識をつけた個体がふくまれ

る割
わり

合
あい

は低くなります。２回目の調査で１０匹捕獲し、その中に標識をつけた

個体が２匹いたとすると、池全体では１００匹のオオクチバスが生息していると

推定することができます。

※３　無作為・・・・決まりがなく、偶
ぐう

然
ぜん

に任せること

（国立環境研究所のウェブページをもとに作成）

　たろうさんは７月２５日に捕獲したオオクチバス２５匹に標識をつけ、池に放

しました。８月８日に２回目の捕獲を行ったところ、１９匹中３匹に標識がつ

いていました。２回とも晴れた日の朝６時から９時まで同じ場所で捕獲を行い、

捕獲の方法も同様に行いました。

問題１　池全体にオオクチバスは何匹生息していると推定されますか。答えが 

わりきれないときは、小数点以下を四
し

捨
しゃ

五
ご

入
にゅう

し、整数で答えなさい。
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問題２　次の１、２のそれぞれの場合について、標識再捕
ほ

獲
かく

法が適しているとき 

は〇を、適していないときは×を書きなさい。また、その理由として、 

最も適切なものをア～オからそれぞれ一つずつ選び、記号を書きなさい。

１　オオクチバスの捕獲を１回目は４月に行い、標識をつけて池に戻
もど

し、

２回目の捕獲は３か月後の７月の同じ時間帯に同じ場所で同じ方法で

行う場合。

２　オオクチバスが自由に移動できる川とつながっている大きな湖で

調査を行う場合。

ア　日をあけた方がより標識をつけた個体が群れの中で広がるから。

イ　餌
えさ

となる魚類やエビ・ザリガニ類が川から入ってくるから。

ウ　オオクチバスが調査範
はん

囲
い

内にとどまっているとは限らないから。

エ　餌を変えることで捕獲数が増えるから。

オ　ふ化して個体数が増加している可能性が高いから。
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　たろうさんは空き地で見慣れない植物を見かけ、何という植物なのか気になり、

調べました。そこで【資料３】を見つけ、この植物は外来種のナガミヒナゲシで

あることがわかりました。

【資料３】ナガミヒナゲシについて

　ナガミヒナゲシは、ヨーロッパの地中海

沿
えん

岸
がん

地
ち

域
いき

を原産とするケシ科の植物です。

空き地や耕作地、道
みち

端
ばた

、線路脇
わき

など、日

当たりの良い場所に自生しています。丈
じょう

夫
ぶ

な性質と強い繁
はん

殖
しょく

力から、現在では

ヨーロッパ、アメリカの全
ぜん

域
んき

、アフリカ、

アジア、オセアニアなど、世界の広い地域

に分
ぶん

布
ぷ

域
いき

を広げています。

　日本でナガミヒナゲシが初めて確
かく

認
にん

さ

れたのは１９６０年です。東京都で初めて

ナガミヒナゲシが確認されて以来、急速に広がりを見せ、現在では北海道から

沖縄に至
いた

る全国で生息が確認されています。ナガミヒナゲシの根と葉からは、

周辺の植物の生育を妨
さまた

げる成分をふくんだ物質が分
ぶん

泌
ぴつ

されます。特定外来生物

には指定されていませんが、それと同じくらいか、それを上回る影
えい

響
きょう

が心配さ

れています。

【図２】ナガミヒナゲシ

（国立環
かん

境
きょう

研究所のウェブページをもとに作成）
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　たろうさんは、空き地にたくさん生えていたナガミヒナゲシが気になり、どれ

だけ生えているのかを数えようとしました。しかし、空き地は広く、ナガミヒ

ナゲシもたくさん生えていたので、１つずつ数えることは難
むずか

しいと思いました。 

調べてみると、コドラート法という方法があることがわかりました。コドラート

法とは、生
せい

息
そく

域
いき

に一定の面積の四角形の枠
わく

（コドラート）を設定し、その内部の

個体数を調べることで、全体の個体数や密
みつ

度
ど

を推
すい

定
てい

する方法です。たろうさんは

この方法で、この空き地に生息するナガミヒナゲシの個体数を推定することにし

ました。

【図３】１ｍ×１ｍのコドラート

　たろうさんは空き地の適当な場所に【図３】のようなコドラートを置きました。

そのコドラート内のナガミヒナゲシの個体数は５でした。空き地は９ｍ×１４ｍ

の長方形で、個体数が面積に比例すると考えると、生息しているナガミヒナゲシ

の個体数は６３０ということになります。しかし、たろうさんはこの空き地に実

際に生えているナガミヒナゲシはそれよりも少ないのではないかと思いました。
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問題３　コドラート法で、より正確に個体数を推定する方法をたろうさん
は次のように考えました。次の文章の（　　あ　　）、（　　い　　）、

（　　う　　）にあてはまる最も適切なことばを、あとの１～８からそれ

ぞれ一つずつ選び、番号を書きなさい。

　空き地の中には日当たりが良い場所や、日当たりの悪い場所がある。 

コドラートで１か所だけを測定して推定するのは正確とはいえない。コド

ラートを置く場所を（　　あ　　）して、コドラート内で数えた個体数を

（　　い　　）した値
あたい

と空き地の面積の値を（　　う　　）すれば、より

正確に推定できるのではないだろうか。

１　多く　　　２　少なく　　　３　比
ひ

較
かく

　　　　４　平均

５　たし算　　６　ひき算　　　７　かけ算　　　８　わり算

　たろうさんはこの空き地をコドラート法で調査しているときに、いろいろな植

物が生えていることに気付きました。調べてみた結果、この空き地にはナガミヒ

ナゲシ、※４イヌムギ、※５ヨモギ、※６ツユクサ、※７セイタカアワダチソウが生息

していることがわかりました。

　たろうさんは、この空き地に生息している植物の種類は多いのか少ないのか、

また、種類ごとの個体数はバランスが取れているのか、といった※８生物多様性に

ついて興味をもちました。生物多様性を数
すう

値
ち

で表し比較することはできないかを

調べ、【資料４】を見つけました。

※４　イヌムギ・・・・・・・・・日本で広く見られるイネ科の植物

※５　ヨモギ・・・・・・・・・・日本で広く見られるキク科の植物

※６　ツユクサ・・・・・・・・・東アジア全
ぜん

般
ぱん

に見られるツユクサ科の植物

※７　セイタカアワダチソウ・・・北アメリカ原産のキク科の植物

※８　生物多様性・・・・・・・・生物一つひとつの特
とく

徴
ちょう

とそれらのつながり
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【資料４】シンプソンの多様度指数

　生物多様性について考えるときは、生物の種
しゅ

の数だけでなく、それぞれの種が

どれだけ均等に存
そん

在
ざい

するかということも考
こう

慮
りょ

しなくてはなりません。その目安

の一つとして、シンプソンの多様度指数というものがあります。シンプソンの

多様度指数を求めるには、まず相
そう

対
たい

優
ゆう

占
せん

度
ど

を求めます。相対優占度とは、それ

ぞれの種が群集の中で、どれだけの割
わり

合
あい

を占
し

めているかを表したものです。

【群集ア】を例として考えてみます。

　【群集ア】
　　植物１：２５個体

　　植物２：２０個体

　　植物３：２５個体

　　植物４：３０個体

このとき、植物１の相対優占度は、次の計算で求められます。

　　　　　　　　　　　　　　植物１の個体数

　　植物１の個体数 ＋ 植物２の個体数 ＋ 植物３の個体数 ＋ 植物４の個体数

この式から、植物１の相対優占度を求めると０.２５となります。

そして、【群集ア】のシンプソンの多様度指数は次の計算で求められます。

　　　植物１の相対優占度　×　植物１の相対優占度　＝　あ
　　　植物２の相対優占度　×　植物２の相対優占度　＝　い
　　　植物３の相対優占度　×　植物３の相対優占度　＝　う
　　　植物４の相対優占度　×　植物４の相対優占度　＝　え

　　【群集ア】のシンプソンの多様度指数　＝　１－（あ＋い＋う＋え）

（沖縄県浦
うら

添
そえ

市のウェブページをもとに作成）
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問題４　【群集ア】のシンプソンの多様度指数を計算しなさい。

問題５　シンプソンの多様度指数が０となるのは、どのように植物が生えている

状態か、１５字以内で書きなさい。
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このページに問題は印刷されていません。
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このページに問題は印刷されていません。




