
令和７年度
高等学校入学者選抜学力検査問題

第 4 部

理 科

注 意

1 問題は， 1 から 5 まであり，10ページまで印刷してあります。

2 答えは，すべて別紙の解答用紙に記入し，解答用紙だけ提出しなさい。

3 問いのうち，「 選びなさい。」と示されているものについては，問い

で指示されている記号で答えなさい。
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次の問いに答えなさい。（配点 28）

問１ 次の文の ① ～ ⑧ に当てはまる語句を書きなさい。

 雷（いなずま）のように，電気が空間を一瞬で移動したり，たまっていた電気が流れ出

したりする現象を ① という。

 Cl のように原子が電子を受け取って，－の電気を帯びたものを ② イオンという。－

 生態系において，水中の植物プランクトンや陸上の植物などのように，無機物から栄養

分となる有機物をつくりだす生物を，消費者に対し， ③ という。

 空気が冷やされて，ある温度に達すると，空気にふくまれていた水蒸気が水滴に変わり

始める。この温度を ④ という。

 コイルに磁石を出し入れすると，コイルの中の磁界の変化にともないコイルの両端に電

圧が生じ，コイルに電流が流れる現象を ⑤ という。

 水溶液のｐＨの値が７より大きいとき，その水溶液は ⑥ 性である。

 雌雄の親がかかわり受精によって子をつくる生殖の方法を， ⑦ 生殖という。

 ほとんど位置が動かない前線を ⑧ 前線といい，つゆの時期にできる ⑧ 前線

は梅雨前線とよばれる。

問２ 図１は，正面から見たヒトの心臓と，心臓から送り出された血液が流れる血管と心臓に戻

ってくる血液が流れる血管を模式的に示したものである。動脈血が流れる血管として，適当

なものを，ア～エから２つ選びなさい。

問３ ある物体を空気中でばねばかりでつるしたところ，ばねばかりは2.0Ｎを示した。この物

体を，ばねばかりにつるしたまま，水の入った容器の底につかないように水中に完全に沈め

たところ，ばねばかりは1.5Ｎを示した。このとき，この物体にはたらく浮力の大きさは何Ｎ

か，書きなさい。
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１ 次の問いに答えなさい。

問１  ～ の計算をしなさい。

 －５×３

 ９－６
２

 14× ７－ ８

問２ 絶対値が４である数をすべて書きなさい。
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問４ 図２のように，容器に物質Ａと塩酸を入れ，ふ

たをしっかり閉めてから質量をはかったところ，

容器全体の質量はＰであった。次に容器を傾け，

物質Ａと塩酸を反応させ，二酸化炭素を発生させ

たところ，容器全体の質量はＱであった。さらに，

容器のふたをゆるめたところ，容器全体の質量は

Ｒであった。Ｐ Ｒの大小関係を表すものとして，

最も適当なものを，ア エから選びなさい。

ア Ｐ＜Ｑ，Ｑ＜Ｒ イ Ｐ＝Ｑ，Ｑ＞Ｒ

ウ Ｐ＜Ｑ，Ｑ＝Ｒ エ Ｐ＝Ｑ，Ｑ＜Ｒ

問５ 図３は，ある日の22時の北極星と恒星Ａの位置を示した模式図である。・印は，北極星を

中心とし恒星Ａを通る円の周を12等分する位置を示している。この日の22時から４時間前

の恒星Ａの位置として，最も適当なものを，ア～サから選びなさい。
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問３ 下の資料は，Ａ市における各日の最高気温を１週間記録したものです。中央値を求めな

さい。

（資料）

曜日 日 月 火 水 木 金 土

最高気温（℃） 22.2 31.1 32.0 34.2 24.2 21.6 25.9

問４ 下の図のような正三角錐ＯＡＢＣがあります。辺ＡＢとねじれの位置にある辺はどれで
すい

すか，書きなさい。
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Ａ Ｃ

- 2 -

問３ 下の資料は，Ａ市における各日の最高気温を１週間記録したものです。中央値を求めな

さい。

（資料）

曜日 日 月 火 水 木 金 土

最高気温（℃） 22.2 31.1 32.0 34.2 24.2 21.6 25.9

問４ 下の図のような正三角錐ＯＡＢＣがあります。辺ＡＢとねじれの位置にある辺はどれで
すい

すか，書きなさい。

Ｏ

Ｂ

Ａ Ｃ

- 2 -

問３ 下の資料は，Ａ市における各日の最高気温を１週間記録したものです。中央値を求めな

さい。

（資料）

曜日 日 月 火 水 木 金 土

最高気温（℃） 22.2 31.1 32.0 34.2 24.2 21.6 25.9

問４ 下の図のような正三角錐ＯＡＢＣがあります。辺ＡＢとねじれの位置にある辺はどれで
すい

すか，書きなさい。

Ｏ

Ｂ

Ａ Ｃ



- 1 -

次の問いに答えなさい。（配点 28）

問１ 次の文の ① ～ ⑧ に当てはまる語句を書きなさい。
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 生態系において，水中の植物プランクトンや陸上の植物などのように，無機物から栄養

分となる有機物をつくりだす生物を，消費者に対し， ③ という。

 空気が冷やされて，ある温度に達すると，空気にふくまれていた水蒸気が水滴に変わり

始める。この温度を ④ という。
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圧が生じ，コイルに電流が流れる現象を ⑤ という。
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次の問いに答えなさい。（配点 18）

生徒Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄが植物の分類について調べるため，次の実習を行った。

実習 校庭の植物をルーペを使って観察し，観察したことと調べたことをもとに観察カード

を作成した。図１は，作成した４枚の観察カードである。

図１

２

○観察者：生徒Ａ ○天気：晴れ

○見られた場所

日当たりがよく，乾いている場所。

ママツツ

○観察したこと

・雄花をさわると手に粉がついた。

○調べたこと

・雌花に種子ができる。

・維管束がある。

・気孔がある。

・果実ができない。

○観察者：生徒Ｂ ○天気：晴れ

○見られた場所

日当たりが悪く，湿っている場所。

ゼゼニニゴゴケケ

雄株

雌株

傘のようなもの

○観察したこと

・雌株の傘をさわると手に粉がついた。

○調べたこと

・からだの表面から水を吸収できる。

・仮根がある。

・気孔がない。

・維管束がない。

○観察者：生徒Ｃ ○天気：晴れ

○見られた場所

日当たりがよく，乾いている場所。

イイヌヌワワララビビ

葉

茎 根

葉の柄

○観察したこと

・葉脈があった。

・葉の裏の粒をさわると粉が出てきた。

○調べたこと

・からだの表面から水を吸収できる。

・気孔がある。

・維管束がある。

○観察者：生徒Ｄ ○天気：晴れ

○見られた場所

日当たりがよく，乾いている場所。

アアブブララナナ

めしべを縦に

切った断面

めしべ

○観察したこと

・黄色い花がさいていた。

・葉脈が網目状になっていた。

○調べたこと

・維管束がある。

・気孔がある。

・果実ができる。

- 4 -

①

はい いいえ

いいえはい

はい いいえ

アブラナ マツ ゼニゴケイヌワラビ

②

③

問１ 下線部について，観察するものが手に持てる場合，ルーペを使った観察の方法として，最

も適当なものを，ア～エから選びなさい。

ア ルーペを目から遠ざけて持ち，顔だけを前後に動かす。

イ ルーペを目から遠ざけて持ち，ルーペだけを前後に動かす。

ウ ルーペを目に近付けて持ち，観察するものだけを前後に動かす。

エ ルーペを目に近付けて持ち，顔とルーペを前後に動かす。

問２ 図２は生徒Ａがマツの花のりん片のつくりを，図３は生徒Ｄがアブラナの花のつくりを，

それぞれスケッチしたものである。図２のＸ，Ｙと同じはたらきをもつつくりを，図３の

ア～オからそれぞれ選びなさい。

問３ 図４は，実習で作成した観察カードをもとに，生徒Ｂが植物の分類についてまとめたもの

である。 ① ～ ③ に当てはまる語句として，最も適当なものを，ア～カからそれ

ぞれ選びなさい。

ア 種子でふえる イ 子房がある ウ 茎が地中にある

エ 花粉をつくる オ 維管束がある カ 花がさく

問４ 実習では，ゼニゴケは湿っている場所で見られたのに対して，イヌワラビは乾いている場

所で見られた。次の ， に答えなさい。

 ゼニゴケはどのように水をとり入れているか，仮根が果たしている役割とともに書きな

さい。

 イヌワラビが，乾いている場所の土から水を吸収できるのはなぜか，観察カードからわ

かることと気孔のはたらきにふれて書きなさい。

図２ 図３

図４
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Ｙ
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次の問いに答えなさい。（配点 18）
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葉の柄

○観察したこと
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・葉の裏の粒をさわると粉が出てきた。
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・からだの表面から水を吸収できる。
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問５ yは xに比例し， x＝２のとき y＝－６となります。 x＝－３のとき， yの値を求めな

さい。

問６ 下の図のように，線分ＡＢを直径とする半円があり，ＡＢ＝５㎝とします。弧ＡＢ上に

点Ｃを，ＢＣ＝２㎝となるようにとります。このとき，線分ＡＣの長さを求めなさい。

Ａ Ｂ

Ｃ

５cm

２cm
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２ 次の問いに答えなさい。

問１ x＝１，y＝－２のとき，３x ( x＋２y )＋ y( x＋２y ) の値を求めなさい。

問２ 下の図のように，２種類のマーク（ ， ）のカードが４枚あります。この４枚のカー

ドのうち，３枚のカードを１枚ずつ左から右に並べるとき，異なるマークのカードが交互

になる並べ方は何通りありますか，求めなさい。

Ａ
 

 

 
Ａ

２
 

 

 
 
２

Ａ
 

 
 Ａ

２
 

 

 
 ２
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次の問いに答えなさい。（配点 18）

生徒Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄが植物の分類について調べるため，次の実習を行った。

実習 校庭の植物をルーペを使って観察し，観察したことと調べたことをもとに観察カード

を作成した。図１は，作成した４枚の観察カードである。

図１

２

○観察者：生徒Ａ ○天気：晴れ

○見られた場所

日当たりがよく，乾いている場所。

ママツツ

○観察したこと

・雄花をさわると手に粉がついた。

○調べたこと

・雌花に種子ができる。

・維管束がある。

・気孔がある。

・果実ができない。

○観察者：生徒Ｂ ○天気：晴れ

○見られた場所

日当たりが悪く，湿っている場所。

ゼゼニニゴゴケケ

雄株

雌株

傘のようなもの

○観察したこと

・雌株の傘をさわると手に粉がついた。

○調べたこと

・からだの表面から水を吸収できる。

・仮根がある。

・気孔がない。

・維管束がない。

○観察者：生徒Ｃ ○天気：晴れ

○見られた場所

日当たりがよく，乾いている場所。

イイヌヌワワララビビ

葉

茎 根

葉の柄

○観察したこと

・葉脈があった。

・葉の裏の粒をさわると粉が出てきた。

○調べたこと

・からだの表面から水を吸収できる。

・気孔がある。

・維管束がある。

○観察者：生徒Ｄ ○天気：晴れ

○見られた場所

日当たりがよく，乾いている場所。

アアブブララナナ

めしべを縦に

切った断面

めしべ

○観察したこと

・黄色い花がさいていた。

・葉脈が網目状になっていた。

○調べたこと

・維管束がある。

・気孔がある。

・果実ができる。
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①

はい いいえ

いいえはい

はい いいえ

アブラナ マツ ゼニゴケイヌワラビ

②

③

問１ 下線部について，観察するものが手に持てる場合，ルーペを使った観察の方法として，最

も適当なものを，ア～エから選びなさい。

ア ルーペを目から遠ざけて持ち，顔だけを前後に動かす。

イ ルーペを目から遠ざけて持ち，ルーペだけを前後に動かす。

ウ ルーペを目に近付けて持ち，観察するものだけを前後に動かす。

エ ルーペを目に近付けて持ち，顔とルーペを前後に動かす。

問２ 図２は生徒Ａがマツの花のりん片のつくりを，図３は生徒Ｄがアブラナの花のつくりを，

それぞれスケッチしたものである。図２のＸ，Ｙと同じはたらきをもつつくりを，図３の

ア～オからそれぞれ選びなさい。

問３ 図４は，実習で作成した観察カードをもとに，生徒Ｂが植物の分類についてまとめたもの

である。 ① ～ ③ に当てはまる語句として，最も適当なものを，ア～カからそれ

ぞれ選びなさい。

ア 種子でふえる イ 子房がある ウ 茎が地中にある

エ 花粉をつくる オ 維管束がある カ 花がさく

問４ 実習では，ゼニゴケは湿っている場所で見られたのに対して，イヌワラビは乾いている場

所で見られた。次の ， に答えなさい。

 ゼニゴケはどのように水をとり入れているか，仮根が果たしている役割とともに書きな

さい。

 イヌワラビが，乾いている場所の土から水を吸収できるのはなぜか，観察カードからわ

かることと気孔のはたらきにふれて書きなさい。

図２ 図３

図４

Ｘ

Ｙ

めしべを縦に

切った断面

エ

オ

ア

めしべ

イ

ウ
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問５ yは xに比例し， x＝２のとき y＝－６となります。 x＝－３のとき， yの値を求めな
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２ 次の問いに答えなさい。

問１ x＝１，y＝－２のとき，３x ( x＋２y )＋ y( x＋２y ) の値を求めなさい。

問２ 下の図のように，２種類のマーク（ ， ）のカードが４枚あります。この４枚のカー

ドのうち，３枚のカードを１枚ずつ左から右に並べるとき，異なるマークのカードが交互

になる並べ方は何通りありますか，求めなさい。
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ある金属のイオンへのなりやすさについて，科学的に探究した内容を，レポートにまとめまし

た。次の問いに答えなさい。（配点 18）

レポート

３

金属Ｘのイオンへのなりやすさを調べる

【課題】 金属Xのイオンへのなりやすさは，銅や亜鉛と比較してどのようなちがいがあるのだろうか。

【仮説】 金属X，銅，亜鉛の金属片と塩酸および金属イオンをふくむ水溶液との反応から，金属Xのイオン

へのなりやすさを推定することができるのではないか。

【実験１】 金属片と塩酸や金属イオンをふくむ水溶液との反応を調べた。

方法１ 金属X，銅，亜鉛の金属片をそれぞれ塩酸に入れ，変化を調べた。

 方法２ 表の操作ア ケのように，それぞれの金属片を，金属Xのイオンをふくむ水溶液，硫酸銅水溶

液，硫酸亜鉛水溶液に入れ，変化を調べた。

結果 方法１ について，金属片を塩酸に入れると，亜鉛の金属片の表面からは
○a

気体が発生したが，

金属Xと銅の金属片は変化がなかった。

方法２について，それぞれの操作の結果は表のようになった。また，○ｂ操作クにおいて，金属片の

表面に固体が付着したあと，硫酸銅水溶液の青色は残っていたがうすくなった。

考察 ・金属片と塩酸の反応は，イオンへのなりやすさに関係があると考えられる。

・金属Xと銅のイオンへのなりやすさのちがいは，操作 ① の結果と操作 ② の結果

を比較するとわかる。

・表より，金属X，銅，亜鉛のイオンへのなりやすさは，なりやすい方から順に，亜鉛＞銅＞金属X

であると考えられる。

【新たな疑問】 金属のイオンへのなりやすさと電池の電流の向きはどのような関係があるのだろうか。

【実験２】 金属X，銅，亜鉛のうち，２種類の金属片の間で流れる電流の向きを調べた。

方法 食塩水で湿らせたろ紙の上に，金属X，銅，亜鉛の金属

片を置いて，右のような装置を作った。検流計の端子を２

種類の金属片につなぎ，電流が流れる向きをそれぞれ測

定した。

結果 金属Xから亜鉛へ，金属Xから銅へ，銅から亜鉛へ，そ

れぞれ電流が流れた。

考察 この実験から，金属のイオンへのなりやすさと電流の向き

の関係について，電流は に向け

て流れると考えられる。

検流計

金属Ｘの

金属片 銅の

金属片

亜鉛の

金属片

食塩水で

湿らせたろ紙

金属Xの金属片

亜鉛の金属片

銅の金属片

金属Xのイオンを

ふくむ水溶液
硫酸銅水溶液 硫酸亜鉛水溶液

操作エ 固体が付着

操作キ 固体が付着

操作ア 変化なし 操作イ 変化なし

操作オ 変化なし

操作ク 固体が付着

操作ウ 変化なし

操作カ 変化なし

操作ケ 変化なし
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問１ 【実験１】について，次の ～ に答えなさい。

 下線部○a の気体を化学式で書きなさい。

 ① ， ② に当てはまる操作を，結果の表の操作ア ケからそれぞれ選びなさ

い。

 図は，硫酸銅水溶液に亜鉛の金属片を入れる前のイオンのようすをモデルで表したもの

である。下線部○b のときのイオンのようすを表すモデルを解答欄の図にかき加えなさい。

ただし，●は銅イオン，◎は硫酸イオン，〇は亜鉛イオンを示すこととし，電子，電子の

動きおよび亜鉛の金属片に付着した固体は記入しなくてよい。

 イオンへのなりやすさが，亜鉛＞金属Ｙ＞銅＞金属Ⅹである金属Ｙがある。金属Ｙの金

属片と次の水溶液から必要なものを用いて，金属Ｙのイオンへのなりやすさを最も少ない

操作回数で確かめるとき，必要な操作と予想される結果を，それぞれ書きなさい。ただし，

１回の操作は，１つの水溶液に１つの金属片を入れることを表し，水溶液どうしは混合で

きないものとする。なお，使用する水溶液は，Ａ Ｄの記号を用いて書くこと。

○用意した水溶液

金属Ｘのイオンをふくむ水溶液・・・Ａ

硫酸銅水溶液・・・・・・・・・・・Ｂ

硫酸亜鉛水溶液・・・・・・・・・・Ｃ

金属Ｙのイオンをふくむ水溶液・・・Ｄ

問２ 【実験２】の に当てはまる内容を，金属のイオンへのなりやすさ

にふれて書きなさい。

亜鉛の金属片

◎

◎
◎

●

●

●

図
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亜鉛の金属片
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図
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問３ 下の図のような△ＡＢＣがあります。辺ＡＣ上に点Ｐを，∠ＰＢＣ＝30°となるように

とります。点Ｐを定規とコンパスを使って作図しなさい。

ただし，点を示す記号Ｐをかき入れ，作図に用いた線は消さないこと。

Ａ

Ｂ Ｃ
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問３ 下の図のような△ＡＢＣがあります。辺ＡＣ上に点Ｐを，∠ＰＢＣ＝30°となるように
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問４ 下の資料は，北海道旗（道旗）の大きさの基準についてまとめたものです。次の問いに

答えなさい。

（資料）

○道旗の大きさの基準

道

章
の
直

径

北海道章（道章）

・道旗の縦と横の長さの比は，２：３である。

・道旗の中央にある道章の直径は，道旗の縦の長さの 倍である。

 道章の直径を a cmとするとき，道旗の縦の長さは何cmですか。 aを使った式で表しな

さい。

 面積が9000cm２である道旗の縦の長さは何cmですか。道旗の縦の長さを x cmとして方

程式をつくり，求めなさい。

５
－
７
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問４ 下の資料は，北海道旗（道旗）の大きさの基準についてまとめたものです。次の問いに
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- 5 -

ある金属のイオンへのなりやすさについて，科学的に探究した内容を，レポートにまとめまし

た。次の問いに答えなさい。（配点 18）

レポート

３

金属Ｘのイオンへのなりやすさを調べる

【課題】 金属Xのイオンへのなりやすさは，銅や亜鉛と比較してどのようなちがいがあるのだろうか。

【仮説】 金属X，銅，亜鉛の金属片と塩酸および金属イオンをふくむ水溶液との反応から，金属Xのイオン

へのなりやすさを推定することができるのではないか。

【実験１】 金属片と塩酸や金属イオンをふくむ水溶液との反応を調べた。

方法１ 金属X，銅，亜鉛の金属片をそれぞれ塩酸に入れ，変化を調べた。

 方法２ 表の操作ア ケのように，それぞれの金属片を，金属Xのイオンをふくむ水溶液，硫酸銅水溶

液，硫酸亜鉛水溶液に入れ，変化を調べた。

結果 方法１ について，金属片を塩酸に入れると，亜鉛の金属片の表面からは
○a

気体が発生したが，

金属Xと銅の金属片は変化がなかった。

方法２について，それぞれの操作の結果は表のようになった。また，○ｂ操作クにおいて，金属片の

表面に固体が付着したあと，硫酸銅水溶液の青色は残っていたがうすくなった。

考察 ・金属片と塩酸の反応は，イオンへのなりやすさに関係があると考えられる。
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【新たな疑問】 金属のイオンへのなりやすさと電池の電流の向きはどのような関係があるのだろうか。

【実験２】 金属X，銅，亜鉛のうち，２種類の金属片の間で流れる電流の向きを調べた。

方法 食塩水で湿らせたろ紙の上に，金属X，銅，亜鉛の金属

片を置いて，右のような装置を作った。検流計の端子を２
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の関係について，電流は に向け

て流れると考えられる。

検流計

金属Ｘの

金属片 銅の

金属片

亜鉛の

金属片

食塩水で

湿らせたろ紙

金属Xの金属片

亜鉛の金属片

銅の金属片

金属Xのイオンを

ふくむ水溶液
硫酸銅水溶液 硫酸亜鉛水溶液

操作エ 固体が付着

操作キ 固体が付着

操作ア 変化なし 操作イ 変化なし

操作オ 変化なし

操作ク 固体が付着

操作ウ 変化なし

操作カ 変化なし

操作ケ 変化なし
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問１ 【実験１】について，次の ～ に答えなさい。

 下線部○a の気体を化学式で書きなさい。

 ① ， ② に当てはまる操作を，結果の表の操作ア ケからそれぞれ選びなさ

い。

 図は，硫酸銅水溶液に亜鉛の金属片を入れる前のイオンのようすをモデルで表したもの

である。下線部○b のときのイオンのようすを表すモデルを解答欄の図にかき加えなさい。

ただし，●は銅イオン，◎は硫酸イオン，〇は亜鉛イオンを示すこととし，電子，電子の

動きおよび亜鉛の金属片に付着した固体は記入しなくてよい。

 イオンへのなりやすさが，亜鉛＞金属Ｙ＞銅＞金属Ⅹである金属Ｙがある。金属Ｙの金

属片と次の水溶液から必要なものを用いて，金属Ｙのイオンへのなりやすさを最も少ない

操作回数で確かめるとき，必要な操作と予想される結果を，それぞれ書きなさい。ただし，

１回の操作は，１つの水溶液に１つの金属片を入れることを表し，水溶液どうしは混合で

きないものとする。なお，使用する水溶液は，Ａ Ｄの記号を用いて書くこと。

○用意した水溶液

金属Ｘのイオンをふくむ水溶液・・・Ａ

硫酸銅水溶液・・・・・・・・・・・Ｂ

硫酸亜鉛水溶液・・・・・・・・・・Ｃ

金属Ｙのイオンをふくむ水溶液・・・Ｄ

問２ 【実験２】の に当てはまる内容を，金属のイオンへのなりやすさ

にふれて書きなさい。

亜鉛の金属片

◎

◎
◎

●

●

●

図
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問３ 下の図のような△ＡＢＣがあります。辺ＡＣ上に点Ｐを，∠ＰＢＣ＝30°となるように

とります。点Ｐを定規とコンパスを使って作図しなさい。

ただし，点を示す記号Ｐをかき入れ，作図に用いた線は消さないこと。

Ａ

Ｂ Ｃ
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問４ 下の資料は，北海道旗（道旗）の大きさの基準についてまとめたものです。次の問いに

答えなさい。

（資料）

○道旗の大きさの基準

道

章
の
直

径

北海道章（道章）

・道旗の縦と横の長さの比は，２：３である。

・道旗の中央にある道章の直径は，道旗の縦の長さの 倍である。

 道章の直径を a cmとするとき，道旗の縦の長さは何cmですか。 aを使った式で表しな

さい。

 面積が9000cm２である道旗の縦の長さは何cmですか。道旗の縦の長さを x cmとして方

程式をつくり，求めなさい。

５
－
７
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次の問いに答えなさい。（配点 18）４

Ｋさんは，写真のようなＬＥＤ（発光ダイオード）を用いたスイッチのしくみについて調

べるため，ＬＥＤと豆電球を用いて，次の実験１，２を行った。図１はスイッチの模式図で

ある。

実験１ 図２のような回路を用意し，

ＬＥＤに加える電圧を少しずつ

上げていき，ＬＥＤが点灯して

いるときの，ＬＥＤに加えた電

圧と流れる電流の大きさを調べ

た。表１は，このときの結果を

まとめたものである。

実験２ 図３の回路図で表される回路を用意し，

スイッチを操作したときのＬＥＤと豆電球

のようすと，ＬＥＤと豆電球それぞれに加

わる電圧と流れる電流の大きさを，それぞ

れ調べた。表２は，このときの結果をまと

めたものである。なお，表中の「計測不能」

とは，電圧が0.01Ｖ未満で，電圧計による

計測ができなかったことを示している。

図２

図１

電源装置

電圧計

＋－

－ ＋

ＬＥＤ

＋－

電流計

端子Ａ

端子Ｂ

表１

電圧〔Ｖ〕 3.2

４

4.2

８

5.2

17電流の大きさ〔mA〕

スイッチОＦＦ スイッチОＮ

ＬＥＤ

（点灯）

ＬＥＤ

（消灯）

ＬＥＤ

豆電球

図３

スイッチＯＦＦ 点灯

消灯スイッチＯＮ

計測不能 ４

ＬＥＤ

点灯

消灯

3.2 280

豆電球
ＬＥＤの
電圧〔Ｖ〕

ＬＥＤの
電流〔mA〕

豆電球の
電圧〔Ｖ〕

豆電球の
電流〔mA〕

3.2 ４

０ ０

表２

写真
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問１ 実験１について，次の ， に答えなさい。

 3.2Ｖの電圧を加えたときのＬＥＤの抵抗は何Ωか，書きなさい。

 ＬＥＤには，決まった向きにしか電流を流さないという性質がある。このことを実験１

の操作をふまえて調べるためには，図２の回路のＬＥＤに対してどのような操作を行い，

どのようなことが観察できればよいか，書きなさい。

問２ 実験２について，次の ～ に答えなさい。

 図３の回路図で表される回路となるよう，解答欄の図の・と・を，導線が重ならないよ

うに線でつないで回路を完成させなさい。

 次の文の①の｛ ｝に当てはまるものを，ア，イから選びなさい。また， ②

に当てはまる内容を，抵抗の大きさと電流の流れる場所にふれて，書きなさい。

スイッチがОＦＦのときは，ＬＥＤと豆電球は①｛ア 直列 イ 並列｝につながっ

ており，豆電球は点灯せず，ＬＥＤのみが点灯する。これは，回路全体の抵抗が大きくな

り，回路を流れる電流が微少となるためである。

一方，スイッチがОＮのときは，ＬＥＤは点灯せず，豆電球のみが点灯する。これは，

② ためである。

 図４は，Ｋさんが結果をもとに考察したものの一部を示したものである。 ① に当

てはまる数値を書きなさい。また， ② に当てはまる内容を，豆電球とＬＥＤのエネ

ルギーの変換のちがいにふれて，書きなさい。

図４

電力の ① 倍であった。また，それぞれが点灯したときの明るさを比べると，電力の

大きい豆電球の方が，電力の小さいＬＥＤよりも暗く，豆電球とＬＥＤの表面温度には

ちがいがあった。これは， ② ためと考えられる。

豆電球とＬＥＤがそれぞれ点灯したときの電力を比べると，豆電球の電力は，ＬＥＤの
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３ 次の問いに答えなさい。

問１ 下の図は，2020年の９月と12月のカレンダーです。2020年だけでなく，毎年，９月と

12月は，１日から30日までの曜日が同じです。このことを，次のように説明するとき，

ア ～ ウ に当てはまる整数を，それぞれ書きなさい。

(説明)

９月と12月の１日から30日までの曜日が同じであるためには，９月１日と12月１日

の曜日が同じであればよい。また，９月１日の n日後が，９月１日と同じ曜日と

なるのは， nが ア の倍数のときだけである。

９月１日の n日後が12月１日のとき，10月が31日まで，11月が30日まである

ことから，n＝ イ となり， イ ＝ ア × ウ と表せるので，

イ は ア の倍数であることがわかる。

よって，９月１日と12月１日の曜日が同じであり，30日までの曜日が同じとなる。

2020年９月

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

2020年12月

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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問２ 下の資料は，2020年から2032年までの，１月１日の曜日とうるう年（２月29日がある年）

である年をまとめたものです。2021年から2100年までの間に，2020年と１年間のすべての

日の曜日が同じになる年を，すべて求めなさい。

（資料）

年 １月１日の曜日 うるう年（○）

2020 水 ○

2021 金

2022 土

2023 日

2024 月 ○

2025 水

2026 木

2027 金

2028 土 ○

2029 月

2030 火

2031 水

2032 木 ○
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り，回路を流れる電流が微少となるためである。

一方，スイッチがОＮのときは，ＬＥＤは点灯せず，豆電球のみが点灯する。これは，

② ためである。

 図４は，Ｋさんが結果をもとに考察したものの一部を示したものである。 ① に当

てはまる数値を書きなさい。また， ② に当てはまる内容を，豆電球とＬＥＤのエネ

ルギーの変換のちがいにふれて，書きなさい。

図４

電力の ① 倍であった。また，それぞれが点灯したときの明るさを比べると，電力の

大きい豆電球の方が，電力の小さいＬＥＤよりも暗く，豆電球とＬＥＤの表面温度には
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豆電球とＬＥＤがそれぞれ点灯したときの電力を比べると，豆電球の電力は，ＬＥＤの
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３ 次の問いに答えなさい。

問１ 下の図は，2020年の９月と12月のカレンダーです。2020年だけでなく，毎年，９月と

12月は，１日から30日までの曜日が同じです。このことを，次のように説明するとき，

ア ～ ウ に当てはまる整数を，それぞれ書きなさい。

(説明)

９月と12月の１日から30日までの曜日が同じであるためには，９月１日と12月１日

の曜日が同じであればよい。また，９月１日の n日後が，９月１日と同じ曜日と

なるのは， nが ア の倍数のときだけである。

９月１日の n日後が12月１日のとき，10月が31日まで，11月が30日まである

ことから，n＝ イ となり， イ ＝ ア × ウ と表せるので，

イ は ア の倍数であることがわかる。

よって，９月１日と12月１日の曜日が同じであり，30日までの曜日が同じとなる。

2020年９月

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

2020年12月

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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問２ 下の資料は，2020年から2032年までの，１月１日の曜日とうるう年（２月29日がある年）

である年をまとめたものです。2021年から2100年までの間に，2020年と１年間のすべての

日の曜日が同じになる年を，すべて求めなさい。

（資料）

年 １月１日の曜日 うるう年（○）

2020 水 ○

2021 金

2022 土

2023 日

2024 月 ○

2025 水

2026 木

2027 金

2028 土 ○

2029 月

2030 火

2031 水

2032 木 ○

- 8 -

問２ 下の資料は，2020年から2032年までの，１月１日の曜日とうるう年（２月29日がある年）

である年をまとめたものです。2021年から2100年までの間に，2020年と１年間のすべての

日の曜日が同じになる年を，すべて求めなさい。

（資料）

年 １月１日の曜日 うるう年（○）

2020 水 ○

2021 金

2022 土

2023 日

2024 月 ○

2025 水

2026 木

2027 金

2028 土 ○

2029 月

2030 火

2031 水

2032 木 ○



- 9 -

次の問いに答えなさい。（配点 18）

地震について調べるため，次の実習１，２を行った。

実習１ ある地震について，図１のような地震計の記録を調べたところ，図２のように，は

じめの小さなゆれＸと，後からくる大きなゆれＹの２種類のゆれが記録されていた。

実習２ 震央の位置がほぼ同じで，異なる日に起きた地震Ａと地震Ｂの地震計の記録をイン

ターネットで調べ，Ｑ～Ｓ地点における，ゆれＸとゆれＹが始まった時刻をそれぞれ

読み取った。表は，その結果をまとめたものである。ただし，これらの地震において，

Ｐ波，Ｓ波の伝わる速さは，それぞれ一定とする。

５

図１

表

図２

Ｑ地点

震央から

の距離 ゆれＸが

始まった時刻

ゆれＹが

始まった時刻

51km

298km

14時07分15秒

Ｓ地点 14時07分46秒

14時07分26秒

14時08分13秒

ゆれＸが

始まった時刻

ゆれＹが

始まった時刻

６時11分39秒

６時12分19秒

６時11分44秒

６時12分44秒

地震Ａ 地震Ｂ

176kmＲ地点 14時07分30秒 14時08分47秒 ６時11分59秒 ６時12分14秒

ばね

おもり

記録紙 針

Ｘ

6時32分
00秒

6時33分

00秒

6時32分
30秒

Ｙ
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問１ 実習１について，次の ， に答えなさい。

 ゆれＸとゆれＹを何というか，それぞれ書きなさい。

 図１の地震計のしくみの説明として，最も適当なものを，ア～エから選びなさい。

ア 記録紙は地震のゆれに対してほとんど動かないが，おもりと針はゆれとともに動くの

で，ゆれを記録することができる。

イ 記録紙とおもりと針が地震のゆれとともに動くので，ゆれを記録することができる。

ウ 記録紙は地震のゆれに対してほとんど動かないが，おもりと針はゆれと反対方向に動

くので，ゆれを記録することができる。

エ 記録紙は地震のゆれとともに動くが，おもりと針はほとんど動かないので，ゆれを記

録することができる。

問２ 実習２について，次の ～ に答えなさい。ただし，地震Ｂにおいて，Ｓ地点の震源から

の距離は300kmであるとする。

 地震Ａ，Ｂのゆれには，ゆれＸの継続時間にどのようなちがいがあるか，表からわかる

ことを説明しなさい。また，そのちがいが生じる理由を書きなさい。

 地震Ｂにおいて，ゆれＸ，Ｙが始まった時刻と震源からの距離との関係をそれぞれグラ

フに書きなさい。また，地震Ｂが発生した時刻は６時何分何秒と考えられるか，書きなさ

い。ただし，グラフには，ゆれＸについて表から得られる３つの値を・印で，ゆれＹにつ

いて表から得られる３つの値を×印で，それぞれはっきりと記入し，グラフの線は解答欄

のグラフ用紙の端から端まで引くこと。

 地震Ｂにおいて，震源からの距離が36kmの地点でゆれＸを観測してから，５秒後に緊急

地震速報が発表されたとすると，Ｑ地点では，緊急地震速報が伝わってから，何秒後にゆ

れＹが始まるか，書きなさい。なお，緊急地震速報が，発表されてから各地点に伝わるま

での時間は無視できるものとする。
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次の問いに答えなさい。（配点 18）

地震について調べるため，次の実習１，２を行った。

実習１ ある地震について，図１のような地震計の記録を調べたところ，図２のように，は

じめの小さなゆれＸと，後からくる大きなゆれＹの２種類のゆれが記録されていた。

実習２ 震央の位置がほぼ同じで，異なる日に起きた地震Ａと地震Ｂの地震計の記録をイン

ターネットで調べ，Ｑ～Ｓ地点における，ゆれＸとゆれＹが始まった時刻をそれぞれ

読み取った。表は，その結果をまとめたものである。ただし，これらの地震において，

Ｐ波，Ｓ波の伝わる速さは，それぞれ一定とする。

５

図１

表

図２

Ｑ地点

震央から

の距離 ゆれＸが

始まった時刻

ゆれＹが

始まった時刻

51km

298km

14時07分15秒

Ｓ地点 14時07分46秒

14時07分26秒

14時08分13秒

ゆれＸが

始まった時刻

ゆれＹが

始まった時刻

６時11分39秒

６時12分19秒

６時11分44秒

６時12分44秒

地震Ａ 地震Ｂ

176kmＲ地点 14時07分30秒 14時08分47秒 ６時11分59秒 ６時12分14秒

ばね

おもり

記録紙 針

Ｘ

6時32分
00秒

6時33分

00秒

6時32分
30秒

Ｙ
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次の問いに答えなさい。（配点 18）

地震について調べるため，次の実習１，２を行った。

実習１ ある地震について，図１のような地震計の記録を調べたところ，図２のように，は

じめの小さなゆれＸと，後からくる大きなゆれＹの２種類のゆれが記録されていた。

実習２ 震央の位置がほぼ同じで，異なる日に起きた地震Ａと地震Ｂの地震計の記録をイン

ターネットで調べ，Ｑ～Ｓ地点における，ゆれＸとゆれＹが始まった時刻をそれぞれ

読み取った。表は，その結果をまとめたものである。ただし，これらの地震において，

Ｐ波，Ｓ波の伝わる速さは，それぞれ一定とする。

５

図１

表

図２

Ｑ地点

震央から

の距離 ゆれＸが

始まった時刻

ゆれＹが

始まった時刻

51km
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地震Ａ 地震Ｂ

176kmＲ地点 14時07分30秒 14時07分47秒 ６時11分59秒 ６時12分14秒

ばね

おもり

記録紙 針

Ｘ

6時32分
00秒

6時33分

00秒

6時32分
30秒

Ｙ

- 9 -

次の問いに答えなさい。（配点 18）

地震について調べるため，次の実習１，２を行った。

実習１ ある地震について，図１のような地震計の記録を調べたところ，図２のように，は

じめの小さなゆれＸと，後からくる大きなゆれＹの２種類のゆれが記録されていた。

実習２ 震央の位置がほぼ同じで，異なる日に起きた地震Ａと地震Ｂの地震計の記録をイン

ターネットで調べ，Ｑ～Ｓ地点における，ゆれＸとゆれＹが始まった時刻をそれぞれ

読み取った。表は，その結果をまとめたものである。ただし，これらの地震において，

Ｐ波，Ｓ波の伝わる速さは，それぞれ一定とする。
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Ｘ
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４ 下の図のように，２つの関数 ……①， y＝－ x２……② のグラフがあります。

①のグラフ上に点Ａがあり，点Ａの x座標を tとします。点Ａと y軸について対称な点をＢと

し，点Ａと x座標が等しい②のグラフ上の点をＣとします。また，②のグラフ上に点Ｄが

あり，点Ｄの x座標を負の数とします。点Ｏは原点とします。

ただし， t＞０とします。

次の問いに答えなさい。

問１ 四角形ＡＢＤＣが長方形となるとき，点Ｄの座標を， tを使って表しなさい。

問２ t＝４とします。点Ｃを通り，傾きが－３の直線の式を求めなさい。

１
y＝－x２

２

Ｃ

ＡＢ

Ｏ
x

y

②

①

Ｄ
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４ 下の図のように，２つの関数 ……①， y＝－ x２……② のグラフがあります。

①のグラフ上に点Ａがあり，点Ａの x座標を tとします。点Ａと y軸について対称な点をＢと
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あり，点Ｄの x座標を負の数とします。点Ｏは原点とします。
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問３ ２点Ｂ，Ｃを通る直線の傾きが－２となるとき，点Ａの座標を求めなさい。

- 10 -

問３ ２点Ｂ，Ｃを通る直線の傾きが－２となるとき，点Ａの座標を求めなさい。

- 10 -

問３ ２点Ｂ，Ｃを通る直線の傾きが－２となるとき，点Ａの座標を求めなさい。
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次の問いに答えなさい。（配点 18）

地震について調べるため，次の実習１，２を行った。

実習１ ある地震について，図１のような地震計の記録を調べたところ，図２のように，は

じめの小さなゆれＸと，後からくる大きなゆれＹの２種類のゆれが記録されていた。

実習２ 震央の位置がほぼ同じで，異なる日に起きた地震Ａと地震Ｂの地震計の記録をイン

ターネットで調べ，Ｑ～Ｓ地点における，ゆれＸとゆれＹが始まった時刻をそれぞれ

読み取った。表は，その結果をまとめたものである。ただし，これらの地震において，

Ｐ波，Ｓ波の伝わる速さは，それぞれ一定とする。

５

図１

表

図２

Ｑ地点

震央から

の距離 ゆれＸが

始まった時刻

ゆれＹが

始まった時刻
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問１ 実習１について，次の ， に答えなさい。

 ゆれＸとゆれＹを何というか，それぞれ書きなさい。

 図１の地震計のしくみの説明として，最も適当なものを，ア～エから選びなさい。

ア 記録紙は地震のゆれに対してほとんど動かないが，おもりと針はゆれとともに動くの

で，ゆれを記録することができる。

イ 記録紙とおもりと針が地震のゆれとともに動くので，ゆれを記録することができる。

ウ 記録紙は地震のゆれに対してほとんど動かないが，おもりと針はゆれと反対方向に動

くので，ゆれを記録することができる。

エ 記録紙は地震のゆれとともに動くが，おもりと針はほとんど動かないので，ゆれを記

録することができる。

問２ 実習２について，次の ～ に答えなさい。ただし，地震Ｂにおいて，Ｓ地点の震源から

の距離は300kmであるとする。

 地震Ａ，Ｂのゆれには，ゆれＸの継続時間にどのようなちがいがあるか，表からわかる

ことを説明しなさい。また，そのちがいが生じる理由を書きなさい。

 地震Ｂにおいて，ゆれＸ，Ｙが始まった時刻と震源からの距離との関係をそれぞれグラ

フに書きなさい。また，地震Ｂが発生した時刻は６時何分何秒と考えられるか，書きなさ

い。ただし，グラフには，ゆれＸについて表から得られる３つの値を・印で，ゆれＹにつ

いて表から得られる３つの値を×印で，それぞれはっきりと記入し，グラフの線は解答欄

のグラフ用紙の端から端まで引くこと。

 地震Ｂにおいて，震源からの距離が36kmの地点でゆれＸを観測してから，５秒後に緊急

地震速報が発表されたとすると，Ｑ地点では，緊急地震速報が伝わってから，何秒後にゆ

れＹが始まるか，書きなさい。なお，緊急地震速報が，発表されてから各地点に伝わるま

での時間は無視できるものとする。
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４ 下の図のように，２つの関数 ……①， y＝－ x２……② のグラフがあります。

①のグラフ上に点Ａがあり，点Ａの x座標を tとします。点Ａと y軸について対称な点をＢと

し，点Ａと x座標が等しい②のグラフ上の点をＣとします。また，②のグラフ上に点Ｄが

あり，点Ｄの x座標を負の数とします。点Ｏは原点とします。

ただし， t＞０とします。

次の問いに答えなさい。

問１ 四角形ＡＢＤＣが長方形となるとき，点Ｄの座標を， tを使って表しなさい。

問２ t＝４とします。点Ｃを通り，傾きが－３の直線の式を求めなさい。

１
y＝－x２

２

Ｃ

ＡＢ

Ｏ
x

y

②

①

Ｄ
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問３ ２点Ｂ，Ｃを通る直線の傾きが－２となるとき，点Ａの座標を求めなさい。

- 10 -

問３ ２点Ｂ，Ｃを通る直線の傾きが－２となるとき，点Ａの座標を求めなさい。

- 10 -

問３ ２点Ｂ，Ｃを通る直線の傾きが－２となるとき，点Ａの座標を求めなさい。
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 ３  
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豆電球はＬＥＤよりも，電
気エネルギーの多くを熱エ
ネルギーに変換した
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１　①または②のいず
　れか一方のみ正答の
　場合は中間点３点と
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２　②は，豆電球のエ
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　悪いことが書かれて
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（正答例）
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問１
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露点④
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１　ちがいについての
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　点３点とする。
 
２　理由は，ちがいが
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 ５

（正答例）
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から水を吸収できるから。 ４ ⑰

気孔からの蒸散と，根か
ら吸水できることのいず
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（正答例）
金属Ｙの金属片をＢに入れ固
体が付着することと，金属Ｙ
の金属片をＣに入れ変化がな
いことを確かめる。

５  

必要な操作のみ適切に
書かれている場合は中
間点２点とする。

問２

（正答例）
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（注）１ ２ の問４の ， ，３ の問１の ，４ の問２の ，５ の問２の ， 以外は，中間点を認めない。

２ その他正答表に示された事項以外のものについては，学校の判断による。
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１ 完全解答
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路の方が抵抗が大き
いことと，電流がス
イッチ側の経路を流
れることの両方が書
かれていること。

（正答例）
ＬＥＤの端子Ａと端子Ｂを逆
につなぎ，ＬＥＤが点灯しな
いこと。
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◎
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●
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○

１ ３つの と３つの
がすべて適切な位置に

記入されていること。

２ グラフの線がグラフ

用紙の端まで延長され
ていること。

３ グラフのみ正解の場
合は中間点２点とする。

４ 発生した時刻のみ正
解の場合は中間点２点
とする。

１ ●が１個または２
個かかれていること。

２ 減った●の個数と
増えた○の個数が一
致していること。
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