
※ 問題用紙は，（その１）から（その５）までありますから，注意してください。

※ 答えは，別紙の解答らんに書き入れなさい。
べっ し かいとう

次の問いにそれぞれ記号で答えなさい。

問１ 文 は，冬の天気について説明したものです。空らん（ ① ）～（ ③ ）に 最 もあて
せつめい もっと

はまることばを，あとの(ｱ)～(ｶ)からそれぞれ選びなさい。
えら

冬になるとシベリア大陸から日本の方向に，冷たくてかわいた空気が流れこみます。この強い
たいりく つめ

北西の風が日本海をわたってくるとき，海から 蒸 発する大 量 の水蒸気をふくんですじ 状 の雲
じょうはつ たいりょう じょう

をつくるため，（ ① ）などの日本海側の地域では，雪や雨の日が多くなります。高い山 脈
に ほんかいがわ ち いき さんみゃく

をこえると雲はなくなるので，（ ② ）などの太平洋側の地域は，（ ③ ）ます。
たいへいようがわ

(ｱ) 東京 (ｲ) 新潟 (ｳ) 那覇
にいがた な は

(ｴ) 天気のよい日と悪い日が３～４日おきにくり返され

(ｵ) 台風が上陸しやすくなり

(ｶ) かんそうした晴れの日が続き
つづ

問２ 地球が磁 石 になっているようすを，正しく表したものはどれですか。下から選びなさい。
じ しゃく

(ｱ) (ｲ) (ｳ) (ｴ)

問３ キャベツ畑で見られるモンシロチョウの 卵 として，最も適当なものはどれですか。下から選
たまご てきとう

びなさい。

(ｱ) (ｲ) (ｳ) (ｴ)

問４ （グラフ）は，山を流れる川のかたむき

のようすを表しています。点Ｐ付近の流れる
ふ きん

水のはたらきについて，正しい説明はどれで

すか。下から選びなさい。

(ｱ) 侵 食 作用が大きくはたらくようになる。
しんしょく

(ｲ) 運搬作用が大きくはたらくようになる。
うんぱん

(ｳ) 堆積作用が大きくはたらくようになる。
たいせき

１
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Ｓ Ｎ

北極

南極

Ｓ

Ｎ

北極

南極

Ｓ

Ｎ

北極
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南極

ほっきょく

河
口
か
ら
の
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山頂からの距離山頂
さんちょう

河口

高

低

か

こ
う

Ｐ

（グラフ）

きょ り
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春に見られるいろいろな生物について，次の問いにそれぞれ記号で答えなさい。

問１ 大塚さんの家には毎年ツバメがおとずれて，のき先に巣をつ
おおつか す

くります。今年は，４月６日にツバメのすがたを見ることができ

ました。これについて，下の問いに答えなさい。

(1) （図１）は，この年にツバメが初めて見られた日（初見日）
はじ しょけん び

が同じ地点を線で結んだものです。ツバメは，冬の間はどのよ
むす

うな場所ですごしていますか。下から選びなさい。
えら

(ｱ) 日本よりも北にあるあたたかい国

(ｲ) 日本よりも北にある寒い国

(ｳ) 日本よりも南にあるあたたかい国

(ｴ) 日本よりも南にある寒い国

(2) （図１）の○あ ～○え のうち，大塚さんの家がある場所として， 最 も適当なのはどれですか。
もっと てきとう

問２ 春になると，いろいろな昆 虫 がすがたを見せるようになります。冬の間を 卵 ですごし，春に
こんちゅう たまご

なるとふ化する昆虫はどれですか。下から選びなさい。
か

(ｱ) モンシロチョウ (ｲ) ミツバチ (ｳ) カブトムシ (ｴ) トノサマバッタ

問３ 冬の間，土の中で冬眠していたヒキガエルは，３月の下 旬 ごろに池などの水中に産卵します。
とうみん げ じゅん さんらん

ヒキガエルの卵はどれですか。下から選びなさい。

(ｱ) (ｲ) (ｳ) (ｴ)

問４ （図２）は，ソメイヨシノの花です。ソメイヨシノの花芽は，前の年の
か が

９月ごろにできていますが，すぐにさかず，休眠に入ります。休眠からさめ

るには冬の寒さが必要で，気温が低い日が多いほどはやく休眠からさめます。
ひつよう ひく

休眠からさめると花芽はだんだんふくらんで色づき始め，花びらが見えるよ

うになりますが，この期間は気温が高いほど短いことがわかっています。

（表）は，ある年のＡ～Ｃ市のソメイヨシノの休眠日数（花芽ができてから

休眠からさめるまでの日数）と成 長 日数（休眠からさめてから開花するまで
せいちょう

の日数）をまとめたものです。Ａ～Ｃの都市について，この冬の平均気温が
へいきん

低い都市から 順 にならべると，どのようになりますか。記号で答えなさい。
じゅん

２
20

（図２）

3/31

3/10

3/20

4/20

4/10

3/31

（図１）

あ

い

う

え

（表）

Ａ市

Ｂ市

Ｃ市

花芽ができた日

９月１日

９月１日

９月１日

休眠日数

１２０日

１５３日

１６５日

成長日数

１１６日

６０日

３８日

か が きゅうみん せいちょう
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日本で見られる太陽の位置や動きについて，次の問いに答えなさい。
い ち

問１ （図１）は，春分の日（３月20日ごろ）の日の出

のようすです。これについて，下の問いにそれぞれ記

号で答えなさい。

(1) （図１）のあと，太陽はどの向きに動きますか。

Ｘ～Ｚから選びなさい。
えら

(2) この日の昼の長さとして， 最 も適当なものを下から選びなさい。
もっと てきとう

(ｱ) ９時間30分 (ｲ) 12時間 (ｳ) 14時間30分

(3) １年のうちに，春分の日以外に，（図１）とほぼ同じ位置から太陽が出てくる日があります。
い がい

それはいつですか。最も適当なものを下から選びなさい。

(ｱ) 夏至の日（６月20日ごろ）
げ し

(ｲ) 秋分の日（９月20日ごろ）

(ｳ) 冬至の日（12月20日ごろ）
とう じ

問２ （図２）のように，春分の日，日本のある地点で，長さ１ｍの棒を垂 直 に立てて，棒のかげ
ぼう すいちょく

が動くようすを観察しました。かげが真北にきたとき，かげの長さをはかると70㎝でした。これに
かんさつ

ついて，下の問いに答えなさい。

(1) （図３）は，（図２）を真上から見たようすです。（図２）のあと，棒のかげはどのように

動きますか。最も適当なものを①～⑥から選び，番号で答えなさい。

(2) （図２）の観察をした地点の，春分の日の太陽の南中高度は何度ですか。（図４）の角度か

ら選び，数字で答えなさい。

３
20

（図１）

地平線

東

Ｘ
Ｙ

Ｚ

（図２）
北

南

東

西１ｍ

（図３）

西東

北

南

棒
ぼう

①

②

③

④

⑤

⑥

（図４）

７㎝

45°

17㎝
10㎝

７㎝ ７㎝

55°

35°

10㎝

60°

30°
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水のすがたの変化について，いろいろな実験を行いました。これについて，次の問いに答えなさい。
へん か じっけん

＜実験１＞

（図１）のように，コップＡ・Ｂを用意し，同じ

量 の水を入れた。水面の位置に 印 をつけ，Ａは日な
りょう い ち しるし

たに置いておき，Ｂは冷凍庫で水をこおらせた。しば
お れいとう こ

らくしたあと，Ａ・Ｂの水や氷の面の位置と印の位置

をくらべた。

問１ コップＡの水面の位置は，印より低くなっていました。これは，コップに入れた水の一部が，
ひく

空気中に気体となって出ていったからだと考えられます。このように，液体が気体に変化すること
えきたい

を何といいますか。ことばで答えなさい。

問２ コップＢについて，水をこおらせてできた氷の面はどのようになっていますか。下から選び，
えら

記号で答えなさい。

(ｱ) (ｲ) (ｳ)

＜実験２＞

丸底フラスコに20℃の水を入れ，（図２）のようにしてアルコールランプで熱した。水を熱し始
まるぞこ ねっ

めてからの時間と温度の変化をまとめたところ，（グラフ）のようになった。

問３ （グラフ）のＸにあてはまる 値 は何ですか。数字で答えなさい。
あたい

問４ 下の①～③は，それぞれ（グラフ）のＰ～Ｒのときのいずれかのフラスコの中のようすを表し

ています。Ｐ・Ｑにあてはまるのはどれですか。それぞれ番号で答えなさい。

① フラスコの内部から大きなあわが出てくる。

② 水が激しくわき立っている。
はげ

③ 小さなあわがフラスコの内側についている。
うちがわ

問５ （図３）は，加熱を始めてから15分後のガラス管の先のようすで，何も見えない部分○あ ・○う と，
か ねつ かん

白く見える部分○い がありました。○あ ～○う は，それぞれ水のどの 状 態ですか。正しい組み合わせを
じょうたい

下から選び，記号で答えなさい。

(ｱ) ○あ ：気体 ○い ：固体 ○う ：気体 (ｲ) ○あ ：気体 ○い ：液体 ○う ：気体
こ たい

(ｳ) ○あ ：液体 ○い ：固体 ○う ：気体 (ｴ) ○あ ：気体 ○い ：気体 ○う ：気体

４
20

（図１）
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光の進み方について，次の問いにそれぞれ記号で答えなさい。

問１ わたしたちは，光がないと物を見ることができません。自ら光を出さず，光源からの光を反射
こうげん はんしゃ

することで光って見えるものはどれですか。下から選びなさい。
えら

(ｱ) ろうそく (ｲ) 灯台 (ｳ) 太陽 (ｴ) 月
とうだい

問２ （図１）のように，厚紙にかい中電
あつがみ でん

灯の光をあてたところ，スクリーンにか
とう

げができました。厚紙だけを矢 印 の向き
や じるし

に動かしたとき，スクリーンにできたか

げの大きさはどのようになりますか。下

から選びなさい。

(ｱ) 変わらない。
か

(ｲ) 大きくなる。

(ｳ) 小さくなる。

問３ （図２）は，水辺で鳥が水中の魚を見ている

ようすです。実際の魚の位置はどこですか。下か
じっさい い ち

ら選びなさい。

(ｱ) 見える位置の少し上

(ｲ) 見える位置の少し下

(ｳ) 見える位置の少し右

(ｴ) 見える位置の少し左

問４ （図３）は，光を 鏡 にあてたときのようすです。 入 射角
かがみ にゅうしゃかく

が30度のとき，入射光線と反射光線の間の角は何度ですか。下

から選びなさい。

(ｱ) 60度 (ｲ) 90度 (ｳ) 120度 (ｴ) 150度

問５ （図４）のように，２枚の鏡を使ってつくられた道具
まい

で，画用紙にかかれた絵を見ました。道具ののぞきまどか

らのぞいたとき，絵はどのように見えると考えられますか。

下から選びなさい。

(ｱ) (ｲ)

(ｳ) (ｴ)

５
20

（図２）

鳥

鳥から見た

水面

魚の位置
い ち

上

下

上

下

上

下

上

下

厚紙

かい中電灯

（図１）

スクリーン

あつがみ

でんとう

鏡

光

（図３）

かがみ

45°

45°

鏡

鏡

（図４）

上

下
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理 科

解 答

宗 問１ ① イ ② ア（くんで） ③ カ 問２ エ 問３ イ 問４ ウ

就 問１ 唄 ウ 欝 ○う 問２ エ 問３ イ 問４ Ａ・Ｂ・Ｃ（３つくんで）

州 問１ 唄 Ｚ 欝 イ 蔚 イ 問２ 唄 ② 欝 55

修 問１ 蒸発 問２ イ 問３ 100 問４ Ｐ ③ Ｑ ①（くんで） 問５ イ

愁 問１ エ 問２ ウ 問３ イ 問４ ア 問５ イ

解 説

宗 問３ (ｱ)はアゲハ，(ｳ)はカマキリ，(ｴ)はトノサマバッタの 卵 です。
たまご

問４ 堆積作用は，水の流れの速さがおそくなるところで大きくはたらくようになります。侵 食 作用
たいせき しんしょく

や運搬作用は，水の流れの速い川の上流で大きくはたらきます。
うんぱん

就 問１ 欝 （図１）から，○あ では３月11～20日，○い では３月21～31日，○え では４月20日よりあとに初め
はじ

てツバメが見られたことがわかります。

問２ モンシロチョウはさなぎのすがたで冬を越し，春になると羽化します。ミツバチは成 虫 のすが
こ う か せいちゅう

たで冬を越します。カブトムシは幼 虫 のすがたのまま冬を越し，春にも幼虫のすがたが見られます。
ようちゅう

問３ (ｱ)はモリアオガエル，(ｳ)はトノサマガエル，(ｴ)はトウキョウサンショウウオの卵です。

問４ 問題文から，気温が低いほどはやく 休 眠からさめ，休眠からさめたあとは，気温が高いほど早
ひく きゅうみん

く花芽が色づき始めることがわかります。よって，休眠日数が短い 順 に，気温が低い日が多かった
か が じゅん

ことになります。

州 問１ 欝・蔚 春分の日や秋分の日は，太陽は真東から出て真西にしずみます。昼の長さと夜の長さが

ほとんど同じです。

問２ 唄 春分の日や秋分の日に棒のかげの先を記録すると，東西方向にほとんど直線になります。太
ぼう き ろく

陽は東から西に動いて見え，かげは太陽と反対側にできるので，かげの先は西から東に動きます。
はんたいがわ

欝 棒の長さ１ｍ（＝100㎝）とかげの長さ70㎝をちぢめてかくと，（図４）の真ん中の三角形と同

じになります。太陽の南中高度とは，太陽が真南にきたときの高度で，55度が太陽高度を表します。

修 問２ 水が氷になると，体積は約1.1倍になります。
たいせき やく

問４ （グラフ）のＰのときに見られる小さなあわは，水に溶けていた空気です。Ｑで見られる大きな
と

あわは水 蒸 気で，このあわを集めて冷やすと，水になることから確認できます。
すいじょう き ひ かくにん

問５ （図３）の○あ の部分は水蒸気（気体）で目に見えず，○い の部分はゆげで，水蒸気が冷えてできた

小さな水てき（液体）の集まりです。ゆげは，蒸発して水蒸気になると見えなくなります（○う ）。
えきたい

愁 問３ （図①）のように水面で光が屈折するた
くっせつ

め，実際の位置よりも浅いところで見えます。
じっさい い ち あさ

問４ 入 射角が30度のとき，反射角も30度とな
にゅうしゃかく

ります（図②）。

問５ （図③）のように光が進むので，上下左

右同じ向きに見えます。
（図①）

鳥から見た位置
い ち

実際の位置
じっさい

上

下

上

下

鏡に垂直な線

鏡

かがみ すいちょく

光

に
ゅ
う

し
ゃ

か
く

入
射
角

反
射
角

（図②）

（図③）
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