
令和３年度入学試験問題
2月3日　実施

　　　　　理　　科　（30分）

〔注　意〕

１．試験開始の指示があるまで問題を開いてはいけません。

２．問題冊子は９ページあります。試験開始後すぐに確かめて

　　ください。

３．解答はすべて解答用紙に記入してください。

４．問題冊子の表紙および解答用紙には、受験番号（算用数字）

と氏名をはっきり書いてください。

５．試験終了後、解答用紙のみ集めます。問題冊子は持ち帰って

　　ください。

６．試験中、机の上から物を落としたり、気分が悪くなったり、何

か用ができた時は、手をあげて監
かんとく

督の先生に知らせてください。
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問題は次のページから始まります。
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１. 　ヒトの体はさまざまなはたらきをもっていま
す。例えば、①筋肉がちぢんだりゆるんだりす
ることで手や足が動きます。また、②耳や③目
が外からの刺

し

激
げき

を受け取ることで音が聞こえた
り、物を見たりすることができます。

⑴　下線部①筋肉について、図１は右腕
うで

の骨と
筋肉を模式的に表したものです。腕を曲げる
ときにちぢむ筋肉はア・イのどちらでしょう
か。記号で答えなさい。

⑵　図１のウは筋肉と骨をつなぐ部分です。こ
の部分の名前を答えなさい。

⑶　下線部②耳について、図２は耳のつくりを
模式的に表したものです。カ・キの名前をそ
れぞれ答えなさい。

⑷　図２のエ～キの中で音を感じることに関わ
るつくりを３つ選び、音が伝わる順番に並べ
なさい。

⑸　下線部③目について、図３は目の構造を
模式的に表したものです。次のａ、ｂに当て
はまる部分を図３のク～シからそれぞれ１つ
ずつ選び、記号で答えなさい。また、その部
分の名前を答えなさい。
ａ：光を感じるところ。ここに像を結ぶと

ものが見えるようになる。
ｂ：弾

だん

力
りょく

があり、厚みを変えてピントを合
わせる。

ア

イ

ウ

図１ 曲げる

カ

キ

オエ
図２

ク

ケ

コ

サ

シ

図３
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⑹　図４は、目を正面から見た様子を表しています。Ａは、
目の黒い部分で、中に入ってくる光の量を調節するところ
です。図４の状態よりも明るいところでは、Ａの部分はど
のようになりますか。解

かい

答
とう

欄
らん

の図に黒い丸をかきなさい。 Ａ

図４
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２. 　ビーカーＡ～Ｇには、次の７種類の水
すい

溶
よう

液
えき

のいずれかが１種類ずつ入っています。

①　塩酸　　　  ②　水酸化ナトリウム水溶液　　  ③　アンモニア水　　  ④　食塩水
⑤　炭酸水　　  ⑥　石灰水　　　　　　　　　　  ⑦　砂糖水

　これらの水溶液を分類するために、次のような【実験】を行いました。

【実験１】
　各水溶液をそれぞれ蒸発皿にとり、加熱して水を蒸発させたところ、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄでは
固体が残り、Ｅ・Ｆ・Ｇでは何も残らなかった。

【実験２】
　各水溶液をそれぞれ試験管にとり、BTB 溶液を加えたところ、Ａ・Ｂ・Ｇは青色に、Ｃ・
Ｄは緑色に、Ｅ・Ｆは黄色になった。

【実験３】
　ＣとＤに電気を流したところ、Ｃでは流れたがＤでは流れなかった。

⑴　ＣとＤの水溶液はそれぞれ何か、①～⑦の番号で答えなさい。

⑵　Ｇの水溶液は何か、①～⑦の番号で答えなさい。また、この水溶液を加熱したときに発
生する気体を集める方法として最も適するものを次の（ア）～（ウ）から１つ選び、記号
で答えなさい。

⑶　Ａ～Ｇにフェノールフタレイン溶液を加えたときに赤くなるものを全て選び、Ａ～Ｇの
記号で答えなさい。

水

水
気体

（イ） （ウ）（ア） 気体

気体
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【実験４】
　ＡとＢをそれぞれ試験管にとり、（気体Ｘ）を吹

ふ

き込
こ

んだところ、Ａは白くにごったが、
Ｂでは変化がなかった。

⑷　気体Ｘは何か、名前を答えなさい。

⑸　Ａの水溶液は何か、①～⑦の番号で答えなさい。

⑹　Ｂの水溶液に次の（ア）～（エ）の金属を入れたとき、気体が発生するものを１つ選び、
記号で答えなさい。

（ア）　鉄　　　　（イ）　銅　　　　（ウ）　アルミニウム　　　　（エ）　マグネシウム

【実験５】
　Ｅを加熱したときに発生する気体をＡに吹き込んだところ白くにごったが、Ｆを加熱した
ときに発生する気体をＡに吹き込んでも変化がなかった。

⑺　Ｅの水溶液は何か、①～⑦の番号で答えなさい。

⑻　Ｆの水溶液に次の（ア）～（エ）の金属を入れたとき、気体が発生するものを全て選び、
記号で答えなさい。

（ア）　鉄　　　　（イ）　銅　　　　（ウ）　アルミニウム　　　　（エ）　マグネシウム
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３. 　図１は、北
ほく

緯
い

35 °､ 東経 135 °の地点
で観測するのにあわせて作られた星座早
見です。星座早見は星や星座がかかれて
いる「星

せい

座
ざ

盤
ばん

」の上に、地平線に見たて
た窓がくりぬかれた「地

ち

平
へい

盤
ばん

」が重ねら
れ、窓の中に星や星座が見えるつくりに
なっています。また、星座盤と地平盤の
中心は図１の点Ｘで一

いっ

致
ち

しており、たが
いに回転することができます。これにつ
いて後の問いに答えなさい。

⑴　図１のＡ～Ｄは方位を表しています。Ａ～Ｄにあてはまる方位として、正しいものを次
の①～④から１つ選び、番号で答えなさい。

①　Ａは北、Ｂは西、Ｃは南、Ｄは東　　　　②　Ａは北、Ｂは東、Ｃは南、Ｄは西
③　Ａは南、Ｂは西、Ｃは北、Ｄは東　　　　④　Ａは南、Ｂは東、Ｃは北、Ｄは西

⑵　図１の点Ｘにくる星の名前と、この星を含
ふく

む星座名を答えなさい。

⑶　図１のように星座早見をＣが真下にくるようにして持ち、頭上にかざして下からあおぎ
みるようにして観察しました。このように観測するのはどの方位の空ですか。東、西、南、
北から１つ選んで答えなさい。

⑷　図１は２月 15 日の 20 時の様子を表しています。このとき、星座盤のアに記入されてい
るのは、１～ 12 月のうち何月ですか。また、地平盤のイに記入されている時刻は何時で
すか。それぞれ数字で答えなさい。ただし、時刻については 24 時間表記で答えなさい。

（例：午後８時なら 20 時と答えます）

Ｄ

Ａ

Ｂ

ＣＣ

Ｘ

イ アア

12 月
0時

地平盤

星座盤

図１
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　図２は、図１のくりぬかれた窓を拡大し、２月 15 日の 20 時頃
ごろ

に見える星座の様子を省略
してかいたものです。ａ～ｇは全て１等星を表しています。

⑸　最も明るく見える星はどれですか。ａ～ｇから１つ選び、記号で答えなさい。

⑹　冬の大三角をつくる星をａ～ｇから３つ選び、記号で答えなさい。

⑺　次の文の あ  、 い  に当てはまるものの組合せとして、正しいものを後の①～⑥
から１つ選び、番号で答えなさい。

　　地平盤を持って星座盤だけを反時計回りに回転させたところ、オリオン座の三つ星は真
西に沈

しず

みました。このことから、この日に見られたオリオン座の三つ星が、地平線の下に
沈む時刻は翌日の午前 あ  になり、三つ星よりも北側に位置する星ａが地平線の下に沈
む時刻は、三つ星よりも い  なると考えられます。

①　 あ  ：２時頃　　　 い  ：早く　　
②　 あ  ：２時頃　　　 い  ：遅

おそ

く
③　 あ  ：４時頃　　　 い  ：早く　　
④　 あ  ：４時頃　　　 い  ：遅く
⑤　 あ  ：６時頃　　　 い  ：早く　　
⑥　 あ  ：６時頃　　　 い  ：遅く

Ｄ

Ａ

Ｂ

ＣＣ

Ｘ

は１等星

a

b
c

d

e

f

図２

ｇ
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４. 　なつみさんは「重さと体積のグラフ」を使った密度の考え方について先生に質問をしまし
た。次の文章を読んで、〔　　〕に適語を答えなさい。ただし、①・②・③・⑦・⑧・⑪は
Ａ～Ｆの記号、④・⑤・⑨は数字、⑥・⑩は言葉が入ります。

なつみ　先生、重さと体積のグラフを使って、密度についてどう考えたらいいか教えてくだ
さい。

先　生　では、わかりやすい例として次のような重さと体積を持つ、Ａ～Ｆの物体を考えて
みましょう。

 密度は「物体の重さを体積で割ったもの」で、ふつう１cm3 あたりの重さで表しま
す。密度は物質によって決まっています。たとえば、水の密度は「１g/cm3」です。
このグラフで「重さ÷体積＝１」のものはどれでしょう。重さと体積が同じ数字の
ものを探してみればいいですね。

なつみ　Ｂがそうです。
先　生　〔①〕もそうですね。重さ０g，体積０cm3 の点を原点といいます。では、原点から

Ｂと〔①〕の点を通る直線をグラフ上に書いておきましょう。後で利用します。
 それでは、同じ体積で軽いものと重いものとでは、どちらが密度が大きいか考えて

みましょう。例えば、ＡとＢではどちらが密度が大きいですか。

なつみ　体積が同じで A の方が重いので、〔②〕の方が密度が大きいです。

16

14

12

10

8

6

4

2

42 6 108

体積（cm3）
12 14 16

（ｇ）

重
さ

原点 0

A

B C
E

X

D

F

A B
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先　生　そうですね。では、同じ重さで体積が小さいものと大きいものとでは、どちらが密
度が大きいでしょうか。例えば、ＢとＣではどちらが密度が大きいですか。頭の中
で大きさの違

ちが

いをイメージしてくださいね。

なつみ　重さが同じで C の方が体積が大きいので、〔③〕の方が密度が大きいです。
先　生　では、ＡとＣの密度を具体的に計算してみましょう。
なつみ　Ａは〔④〕g/cm3、C は〔⑤〕g/cm3 です。
先　生　先ほど引いた原点とＢ，〔①〕を通る直線の上と下では、どちらが１g/cm3 より密

度が大きいですか。
なつみ　〔⑥〕です。
先　生　そうですね。水に浮

う

く物体は水よりも密度が小さい物体です。Ａ～Ｆのどれが水に
浮きますか。すべてあげてください。

なつみ　〔⑦〕です。
先　生　そうですね。
　　　　原点から線を引いたとき、同じ直線上にある点は、同じ密度を表しています。です

から、グラフ中のＸは〔⑧〕と同じ密度であるといえます。では、Ｘが 78 g のとき、
体積はいくつでしょう。

なつみ　〔⑨〕cm3 です。
先　生　では最後に、Ａ～Ｆの中で密度が最も小さいものはどれでしょう。グラフを見て考

えてみましょう。
なつみ　原点からそれぞれの点に線を引き、その中で横

よこ

軸
じく

との間の角度が最も〔⑩〕いもの
を選べばいいので、〔⑪〕です。

先　生　そうですね。グラフを使った密度の考え方がわかったでしょうか。
なつみ　はい。ありがとうございました。

 

Ｂ Ｃ
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