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1－　－

　植物に関するあとの問いに答えなさい。

　日本には４つの季節があり，それぞれの季節で見られる植物も異なります。

（１）　神奈川県で春に花を咲
さ

かせる植物，秋に花を咲かせる植物として最も適切なも

のを，次のア～オからそれぞれ１つずつ選び，記号で答えなさい。

ア　ツバキ　　イ　ヒマワリ　　ウ　コスモス　　エ　サクラ　　オ　アジサイ

（２）　次の①～③は植物の花をスケッチしたものです。これらの植物の実または種を，

ア～エからそれぞれ１つずつ選び，記号で答えなさい。

　ある植物が花を咲かせるために必要な条件を室内で調べることにしました。ある植

物の苗
なえ

を使い，室温は一定に保ちました。また，部屋の電球の光のみが当たる環
かん

境
きょう

を

作り，次の実験１，実験２を行いました。
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2－　－

【実験１】

　１日 24 時間のうち，光を当てる時間を図の条件A～ Dのように変えて実験をしま

した。実験に用いた植物が十分に成長するまで，この条件で実験を続けました。

�

　図の白い部分は光が当たっている時間（以下「明
めい

期
き

」という），灰色の部分は光が当たっ

ていない時間（以下「暗
あん

期
き

」という）を表しています。また，図には植物の花が咲いた

かどうかの結果も示しています。

【実験２】

　実験１と同じ部屋を使い，１日 24 時間のうち，光を当てる時間を図の条件E～Hの

ように変えて実験をしました。実験に用いた植物が十分に成長するまで，この条件で実

験を続けました。

条件Ａ 光が当たっている 光が当たっていない

条件Ｂ

条件Ｃ

条件Ｄ

時間
0 4 8 12 16 20 24

咲いた

結果

咲いた

咲かなかった

咲かなかった

条件Ｅ

条件Ｆ

条件Ｇ

条件Ｈ

時間
0 4 8 12 16 20 24

咲かなかった

結果

咲かなかった

咲いた

（　Ｘ　）



3－　－

（３）　実験１，実験２の結果について述べた次の文の（　①　）～（　⑦　）にあて

はまる数字を答えなさい。

（４）　実験１，実験２より，この植物が花を咲かせるための条件を，次のア～カから

１つ選び記号で答えなさい。

ア　明期の合計が，ある時間より長い

イ　暗期の合計が，ある時間より長い

ウ　連続した明期が，ある時間より長い

エ　連続した暗期が，ある時間より長い

オ　連続した明期が，ある時間より短い

カ　連続した暗期が，ある時間より短い

（５）　条件Hの結果（　X　）はどのようになりましたか。次のア，イから選び記号

で答えなさい。

ア　咲いた　　　　　　イ　咲かなかった

　【実験１】で花が咲いた，条件Aでは明期は８時間，条件 Bでは明期は（　①　）

時間であった。一方，明期が 10 時間以上の条件C，条件Dでは花は咲かなかった。

　【実験２】の条件Eでは，明期の合計は（　②　）時間であり，条件Bと同じであ

るが花は咲かなかった。また，条件 Fでは，明期の合計は８時間であり，条件Aと

同じであるが花は咲かなかった。

　ここで暗期に注目すると，条件Aでは暗期は（　③　）時間，条件 Bでは暗期は

（　④　）時間である。条件 Eでは，暗期の合計は条件Ｂと同じ（　④　）時間で，

連続した暗期は最長で（　⑤　）時間であった。条件Fでは，暗期は合計（　⑥　）

時間であったが，連続した暗期は最長で（　⑦　）時間であった。



4－　－

　清子さんは，神奈川県鎌倉市内で月の観察を行いました。あとの問いに答えなさい。

（１）　１日の月の動きとして正しいものを次のア～エから選び，記号で答えなさい。

ア　西の空からのぼり，南の空を通って，東の空にしずむ。

イ　北の空で反時計回りに動く。

ウ　東の空からのぼり，南の空を通って，西の空にしずむ。

エ　南の空で時計回りに動く。

　次の図は，清子さんが，月の形が変わっていく様子を数日ごとに記録したものです。

（２）　満月から次の満月までの期間として正しいものを次のア～エから選び，記号で

答えなさい。

ア　約 15 日　　　イ　約 21 日　　　ウ　約 30 日　　　エ　約 60 日

　月が明るく光って見えるのは，太陽の光が当たって反射しているからです。また，形

が変化して見えるのは，図１のように月が地球の周りを回っていることで，地球から見

た太陽と月の位置関係が毎日少しずつ変化しているからです。

2

地球

イ
ア

月

北極点

①

⑤

⑦⑥

④

② ③

⑧

太
陽
の
光

図１



5－　－

（３）　月が図１の①の位置にあるとき，鎌倉市から見られる月を次のア～オから選び，

記号で答えなさい。

（４）　文中の下線部にあるように，月は地球の周りを回っています。その方向として

正しい向きを図１のア，イから選び，記号で答えなさい。

（５）　鎌倉市で，午前６時頃に真南に月が見えました。このときの月の位置は図１の

①～⑧のうちどれですか。

（６）　2021 年５月 26 日に日本の一部の地域で，皆
かい

既
き

月
げっ

食
しょく

が観察できました。このと

きの月の位置は図１の①～⑧のうちどれですか。

（７）　皆既月食に対して，皆
かい

既
き

日
にっ

食
しょく

という現象もあります。これは，下図のように

　　地球―月―太陽が一直線にならび，地球から見た月と太陽の大きさが同じになって，

太陽全体が月にかくれて見えなくなる現象です。このときの地球と月の距
きょ

離
り

を求め

なさい。ただし，太陽の直径は 140 万 km，月の直径は 3500 km，太陽と地球の距

離は１億 5000 万 kmとします。式や考え方も書きなさい。

ア イ ウ エ オ

地球

地球と月
の距離

月

太陽
１億 5000 万 km



6－　－

　清子さんはものの温まり方を調べるために，次のような実験を行いました。あとの

問いに答えなさい。解答らんに式や考え方のらんがある場合は必ず記入しなさい。

【実験１】

　100 g の水を加熱しながら，１分ごとに水の温度を測定しました。表１は，その結果

を示したものです。ただし，この加熱によって水の温度だけが上がったとします。

　　　表１

（１）　加熱時間が３分 20 秒のとき，水の温度は何℃ですか。

（２）　水がふっとうするのに必要な加熱時間は何分何秒ですか。

【実験２】

　水を 200 g にして実験１と同じ火力で加熱しました。表２は，その結果を示したもの

です。ただし，この加熱によって水の温度だけが上がったとします。

　　　表２

（３）　250 g の水で同様の実験をした場合，加熱時間４分では水の温度は何℃になる

と考えられますか。

3

加熱時間〔分〕 ０ １ ２ ３ ４ ５
水の温度〔℃〕 20 32 44 56 68 80

加熱時間〔分〕 ０ １ ２ ３ ４ ５
水の温度〔℃〕 20 26 32 38 44 50



7－　－

【実験３】

　陶
とう

器
き

のかけらを 100 g 用意して，実験１と同じ火力で加熱しました。表３はその結果

を示したものです。ただし，この加熱によって陶器のかけらの温度だけが上がったとし

ます。

　　　表３

（４）　800 g の陶器で同様の実験をした場合，加熱時間３分で陶器の温度は何℃にな

ると考えられますか。

　実際になべでお湯をわかす場合は，水となべの両方が温まります。実験１～実験３の

結果をもとに，実験４を考えてみましょう。

【実験４】

　800 g の陶器のなべに 200 g の水を入れ，温度を測るとそれぞれ 20℃でした。これを

実験１と同じ火力で加熱すると，水となべの両方が温まりました。ただし，陶器は実験

３で使用したものと同じ材質とし，加熱をはじめると，陶器のなべと中の水の温度は同

時に上がり，水となべの温度は常に同じだったとします。

（５）　次の文は，なべの中の水がふっとうするのに必要な加熱時間の求め方を説明し

たものです。文中の①～⑥にあてはまる数字を答えなさい。

　実験１と実験２より，200 g の水の温度が１℃上がるのにかかる時間は，100 g

のときの（　①　）倍である。また，実験１と実験３より，100 g の水の温度が１℃

上がるのにかかる時間は，100 g の陶器のときの（　②　）倍である。これをもと

に考えると，100 g の水の温度が１℃上がるのにかかる時間は，（　③　）gの陶器

のときと同じと考えられる。これを実験４で考えると，800 g のなべと 200 g の水

を同時に加熱した場合では，全体が１℃上がるのにかかる時間は（　④　）gの水

を加熱したときと同じと考えられる。これより，なべの中の水がふっとうするまで

にかかる時間は（　⑤　）分（　⑥　）秒と考えられる。

加熱時間〔分〕 ０ １ ２ ３ ４ ５
陶器のかけらの温度〔℃〕 20 68 116 164 212 260



8－　－

　清子さんは，空気中にふくまれる６種類の気体（酸素・ちっ素・二酸化炭素・水蒸

気・二酸化ちっ素・アルゴン）の性質について調べ，表にまとめました。ところが，

インクをこぼしてしまい，一部が見えなくなってしまいました。

（１）　気体A～ Fは，清子さんが調べた６種類の気体のいずれかです。二酸化炭素と

酸素は，それぞれ気体A～ Fのうちのどれですか。１つずつ選び，記号で答えな

さい。

（２）　次のア～オのうち，二酸化炭素について書かれたものを２つ選び，記号で答え

なさい。

ア　空気中に体積で約 20％ふくまれる。

イ　ろうそくや木などが燃えると発生する。

ウ　鉄にうすい塩酸を加えると発生する。

エ　吸いこんだ空気よりもはき出した空気の中に多くふくまれる。

オ　燃えやすい。

（３）　気体Bと気体 Fは，どちらも環
かん

境問題と関わりがあります。

①　気体Bについて，インクでかくれている「地球 化の主な原因とされる」

の空らんにあてはまる言葉を漢字で答えなさい。

②　気体 Fなどが多くとけこんだ雨がふると，木がかれたり，湖に魚がすめな

くなったりします。このような雨を何といいますか。

4



9－　－

　次に，清子さんは，酸素を発生させる実験を行いました。

【実験１】

［方法］１．�図１のように，ある量の二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加えて酸

素を発生させ，集めた。

　　　　２．集まった酸素の体積の値を一定時間ごとに記録した。

［結果］�経過した時間と集まった酸素の体

積の関係をグラフで表したところ，

図２のⅠのようになった。

（４）　実験で発生した気体を集めるとき，気体の種類によっては実験１でおこなった

方法ではうまく集めることができないものがあります。それはどのような性質をも

つ気体ですか。説明しなさい。

図１

図２



10－　－

　さらに，実験１から条件を変えた次の２つの実験を行いました。図３は，その結果を

図２にかき加えたものです。

【実験２】

　�二酸化マンガンの量と過酸化水素水の体積

を変えず，過酸化水素水のこさをこくした。

（図３のⅡ）

【実験３】

　�過酸化水素水のこさと体積を変えず，二酸

化マンガンの量を増やした。（図３のⅢ）

（５）　これらの結果から，どのようなことがわかりますか。正しいものを次のア～カ

から２つ選び，記号で答えなさい。

ア　過酸化水素水のこさをこくすると，集められる酸素の体積が増える。

イ　二酸化マンガンの量を増やすと，集められる酸素の体積が増える。

ウ　過酸化水素水のこさをこくしても，集められる酸素の体積は変わらない。

エ　過酸化水素水のこさをこくすると，反応が終わるまでの時間が短くなる。

オ　二酸化マンガンの量を増やすと，反応が終わるまでの時間が短くなる。

カ　二酸化マンガンの量を増やしても，反応が終わるまでの時間は変わらない。

（６）　実験１と比べて二酸化マンガンの量

を減らし，過酸化水素水の体積を変えず

にこさをこくして同じ実験を行うとしま

す。結果を図３にかき加えると，どのよ

うになると考えられますか。最も適当な

ものを図４のア～ウから１つ選び，記号

で答えなさい。

図３

図４


