
2020 年度

中学一般入試①　問題　（理科）

・試験開始の合図があるまで問題冊子を開かないでください。

・試験開始の合図で、はじめに、解答用紙の所定の欄
らん

に受験番号・氏名を記入し

なさい。

・答えはすべて解答用紙の指定された欄に記入しなさい。

・解答用紙のみを集めます。問題冊子は持ち帰ってもかまいません。

・解答用紙を集め終わっても、先生の指示があるまで席を立たないでください。

注　意
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問 １　下線部①について、これによって主にさまたげている熱の伝わり方の名
めい

称
しょう

と、なぜさ
またげられるのかを簡潔に答えなさい。

問 ２　下線部②について、これによって主にさまたげている熱の伝わり方の名称と、なぜさま
たげられるのかを簡潔に答えなさい。

問 ３　下線部③について、考えられる工夫を １つ答えなさい。

問 ４　文章中の（　 １　）〜（　 5　）に適する語句をそれぞれ答えなさい。

問 5　気体は、その温度が １℃変化すると、 0℃のときの体積の 273 分の １だけ体積が変化す
ることが知られています。このことを利用して、温度による重さのちがいについて文章の
内容を参考にしながら考えると、-6 ℃の気体の重さは 30℃の気体の重さの何倍になりま
すか。整数か、割り切れない場合は必要であれば約分して分数で答えなさい。
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次の文章を読んで、各問いに答えなさい。

熱は、ものによって伝わり方が異なり、その材質によ

るちがいは、図 1 のようになります。例えば、フライパ

ンの取っ手に木や樹
じゅ

脂
し

が使われている理由が、図 1 をみ

るとわかると思います。

熱の伝わり方は材質だけでなく、もののつくりによっ

ても異なります。家庭でよく使われていた魔
ま

法
ほう

びんは保

温性を高める工夫がされています。図 2 は、魔法びんの

断面を、模式的に表しています。内びんと外びんがあり、 

①内びんと外びんの間は真空に近い状態になっています。 

また、びんがガラス製の場合は②内びんは金属

のはくをつけるなどして鏡のようになってい 

ます。このような構造にすることで、熱が外部

へ伝わる、つまり熱がにげるのをさまたげてい

ます。

ところで、日本の建物の窓には、アルミニウ

ム製のわくに一枚のガラスをはめたものが広く

使われています。この窓は熱が伝わりやすく建

物の冷
れい

暖
だん

房
ぼう

の効率を下げる要因のひとつになっ

ています。そのため、③わくやガラスに工夫を

することで冷暖房の効率を上げられることが期

待できます。

熱の伝わり方の中のひとつに、（　 1 　）があります。これは水や空気のように、流れる

ことができるもので起こる現象です。この現象が起こる仕組みについて考えてみることにし

ましょう。一般に、温度が（　 2 　）くなるとともに、ものは膨
ぼう

張
ちょう

していきます。これは、 

同じ（　 3 　）で比べると、温度が（　 4 　）い方が軽くなることを意味します。その結

果、軽いものは上へ、重いものは下へと移動していくことになります。これが（　 1 　）と

呼ばれる現象です。テレビなどで伝えられる気象情報で、「上空に（　 5 　）い空気が入り

こんでいるため大気の状態が不安定です」、と耳にすることがありますが、これも（　 1 　）

が主な要因です。

1 .
熱が伝わりやすい

熱が伝わりにくい

銅
アルミニウム

鉄
ガラス
樹脂
木材

発
はっ

泡
ぽう

スチロール
空気

図 1

内びん 外びん

金属のはく

図 2
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問 ４　次の⑴〜⑷に答えなさい。

⑴　実験番号②のときに、残った固体は何ですか。
⑵　実験番号⑩のときに、残った固体は何ですか。
⑶　問 1で答えた物質が完全に中和されずに残っている実験番号を①〜⑪からすべて選び
なさい。

⑷　⑶で選んだ実験番号の混合水溶液にBTB溶液を加えたとしたら、何色になります
か。

問 5　実験で用いたものと同じ濃さの塩酸（Ａ）と水酸化ナトリウム水溶液（Ｂ）を、ちょう
ど中和させて、中性の水溶液をつくろうと思います。実験と同じように合計で 100 g にな
るようにするとき、塩酸（Ａ）を何 g用いればよいですか。必要であれば四捨五入して
整数で答えなさい。
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次の文章を読んで、各問いに答えなさい。

塩酸と水酸化ナトリウム水
すい

溶
よう

液
えき

を用いて、次の実験をしました。

【実験】

ある濃
こ

さの塩酸（Ａ）と、別の濃さの水酸化ナトリウム水溶液（Ｂ）を合計で 100 g にな

るように、下の①〜⑪の組み合わせで水溶液を混合した。よくかき混ぜたあと、混合溶液を

加熱して、水分をすべて蒸発させた。その後、残った固体（Ｃ）の重さをはかって、表にま

とめた。

表

実験番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

Ａ［g］ 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Ｂ［g］ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ｃ［g］ 0 0.72 1.44 2.16 2.88 3.60 3.92 4.14 4.36 4.58 4.80

問 1　塩酸とは水に何という物質が溶
と

けている水溶液ですか。その物質の名称を答えなさい。

問 2　次の⑴～⑹にあげる水溶液の性質のうち、塩酸のみに当てはまるものは「ア」、水酸化
ナトリウム水溶液のみに当てはまるものは「イ」、両方に当てはまるものは「ウ」、どちら
にも当てはまらないものは「エ」で答えなさい。

⑴　青色リトマス試験紙につけると、赤色に変化する。
⑵　加熱して水を完全に蒸発させたときに、固体が残る。
⑶　マグネシウムを加えたときに、気体が発生する。
⑷　アルミニウムを加えたときに、気体が発生する。
⑸　銅を加えたときに、気体が発生する。
⑹　石灰石を加えたときに、気体が発生する。

問 3　実験で用いた水酸化ナトリウム水溶液（Ｂ）の濃さは何％ですか。必要であれば四捨五
入して小数第 １位まで答えなさい。

2 .

2054_IPN05_RIK1_M.indd   3 2020/01/14   20:37



6

問 ２　下線部①について、ポットで育った苗の種類の配列として正しいものを次のア～カから�
1 つ選び、記号で答えなさい。なお、☆の位置は図 ２でつけたものと同じです。
子葉の特徴
・�☆のすぐ下のポットの子葉は卵型をしており、トレイ内の 2つの子葉を持つものの中
で一番大きかった。

・☆の下 3番目のポットの子葉は、他の子葉に比べて細長く、筒
つつ

状
じょう

であった。

ア イ
☆ ☆

トマト トマト トマト トマト トマト トマト トマト トマト

トウモロコシ トウモロコシ トウモロコシ キュウリ ネギ トウモロコシ トウモロコシ ナス

トウモロコシ ネギ ネギ キュウリ ネギ トウモロコシ トウモロコシ ナス

ナス ナス キュウリ キュウリ キュウリ キュウリ キュウリ キュウリ

ウ エ
☆ ☆

キュウリ キュウリ キュウリ キュウリ キュウリ キュウリ キュウリ キュウリ

ネギ トウモロコシ トウモロコシ ナス トウモロコシ トウモロコシ トウモロコシ トマト

ネギ トウモロコシ トウモロコシ ナス トウモロコシ ネギ ネギ トマト

トマト トマト トマト トマト ナス ナス トマト トマト

オ カ
☆ ☆

キュウリ キュウリ キュウリ キュウリ キュウリ キュウリ キュウリ キュウリ

ネギ トマト トマト ナス ナス トウモロコシ トウモロコシ トマト

ネギ トマト トマト ナス ナス トウモロコシ トウモロコシ トマト

トウモロコシ トウモロコシ トウモロコシ トウモロコシ ネギ ネギ トマト トマト
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次の文章を読んで、各問いに答えなさい。

（文 1 ）Ｋ君は家族で家庭菜園をしています。今年、Ｋ君は苗
なえ

を作ることにしました。 3 月

下
げ

旬
じゅん

、ポットに種まき用の土を入れて、そこに種をまきました。トマト，ナス，ネギの種

はとても小さく 1 つずつまくのが難しいので、ポットの中に複数入れました。ポットは縦に 

₄ つ，横に ₄ つのトレイにそれぞれ入れました（図 1 ）。トマトを ₄ ポット，トウモロコシ

を ₄ ポット，キュウリを ₄ ポット，ナスを 2 ポット，ネギを 2 ポット作りました。苗を作る

際は、同じ種類の作物がとなり合うように連続してポットを並べました。

Ｋ君は日当たりの良い庭で苗を育てていました。ある日、夕方になると突
とつ

然
ぜん

かみなりが鳴

り、ひょうが降ってきました。急いで、ポットが入ったトレイを屋根のあるところに入れま

した。そうしたら、トレイの向きがわからなくなってしまい、どのポットにどの種がまかれ

ているかわからなくなってしまいました。 1 週間程がたち、すべてのポットの種が発芽しま

した。すると、 1 つの種子から発芽した子葉の数が図 2 のようになっていました。Ｋ君はト

レイの端
はし

に のマークをつけて、①子葉の数と子葉の特
とく

徴
ちょう

からポットの苗の種類を推定し

ました。

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

図 1 　使用したトレイとポット 図 2 　各ポットの子葉の数

問 1　今回、苗を作った作物のうち根の形状がひげ根になるものを次のア～オからすべて選
び、記号で答えなさい。

ア　トマト　　　イ　トウモロコシ　　　ウ　ナス　　　エ　キュウリ　　　オ　ネギ

3 .
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（下書き用紙）

※問題は次ページに続く。
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（文 2）Ｋ君は家庭菜園で②ジャガイモとサツマイモも育てています。③イモという名がつ

くのに、イモのつき方がそれぞれちがうことに興味を持ちました。調べてみたところ、ジャ

ガイモのイモは（　 1　）の一部が変化したものであるのに対し、サツマイモのイモは

（　 2　）の一部が変化したものであることがわかりました。ジャガイモは南米アンデスの

高山の原産であり、比
ひ

較
かく

的
てき

寒さに強く、一方、サツマイモは中央アメリカの熱帯の原産であ

り、比較的寒さに弱いことがわかりました。Ｋ君は近所の農家の方にジャガイモとサツマイ

モの育て方について聞いてみたところ、④「ジャガイモは溝
みぞ

をほった中に種イモを植え、土

を被せ、成長したら根元に土を寄せるのが良い。そして、サツマイモは高めに土を盛り、そ

の上部に苗を植えるのが良い。こうやって植えてうまく育てると収
しゅう

穫
かく

量
りょう

が多くなるよ。」

と教えてくれました。

問 ３　文章中の（　 1　），（　 2　）に適する語句をそれぞれ答えなさい。

問 ４　下線部②について、花の形でなかま分けをしたとき、⑴ジャガイモと⑵サツマイモは次
のア～オの植物のどれと同じなかまですか。なかまとして最も近いものをそれぞれ 1つず
つ選び、記号で答えなさい。

ア　ナス　　　イ　ダイズ　　　ウ　ニンジン　　　エ　アサガオ　　　オ　キュウリ

問 ５　下線部③について、ジャガイモもサツマイモも「イモ」の部分に光合成で作られた栄養
を貯めています。その主成分を調べる方法とその結果を答えなさい。

問 ６　下線部④について、ジャガイモとサツマイモはどうして、収穫量を増やすための植え方
が異なるのでしょうか。成長の仕方をふまえて、異なる理由を説明しなさい。
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5 mm 1 mm

図 2ａ　堆積物Ａの顕微鏡写真（低倍） 図 2ｂ　堆積物Ａ（図 2ａ中央の拡大図）

5 mm 1 mm

図 3ａ　堆積物Ｂの顕微鏡写真（低倍） 図 3ｂ　堆積物Ｂ（図 3ａ中央の拡大図）

5 mm 1 mm

図 4ａ　堆積物Ｃの顕微鏡写真（低倍） 図 4ｂ　堆積物Ｃ（図 4ａ中央の拡大図）
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次の文章を読んで、各問いに答えなさい。

チリやホコリについて調べるために、海城中学校の地面や床
ゆか

に堆
たい

積
せき

しているチリやホコリ

を図 1 中の 3 か所（正門前，教室内，屋外の通路）で採取しました。以下では、 3 か所のい

ずれかで採取したものをそれぞれ堆積物Ａ，堆積物Ｂ，堆積物Ｃと呼ぶことにします。採取

した堆積物Ａ〜Ｃを顕
けん

微
び

鏡
きょう

で見てみると、それぞれ次ページの図 2ａ， 2ｂ，図 3ａ， 3ｂ， 

図 4ａ， 4ｂのように観察され、この観察結果は表 1 のようにまとめられました。

屋外の通路

教室内

正門前（堆積物Ａ）

図 1 　海城中学校と堆積物の採取地点

表 1 　採取したもののまとめ

採取物 採取地 粒
りゅう

子
し

の形・種類 粒子の色

堆積物Ａ
（図 2ａ， 2ｂ）

正門前 角張っている 透
とう

明
めい

〜黒（不透明）
まで様々

堆積物Ｂ
（図 3ａ， 3ｂ）

？ 角張っているがやや丸みを帯びている
黒っぽい小さなかけらが
粒子の表面や粒子の間に見られる

透明〜黒（不透明）
まで様々

堆積物Ｃ
（図 4ａ， 4ｂ）

？ 角張っているものから
丸みを帯びたものまで様々
特に繊

せん

維
い

状
じょう

のものや細長くうすいもの
が多い

透明〜黒（不透明）
まで様々

※ 表 1 中の「？」は、「教室内」もしくは「屋外の通路」のどちらか

4 .
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（下書き用紙）

※問題は次ページに続く。
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問 １　採取した堆積物にふくまれている各粒子が何であるのかを調べるときに、顕微鏡で観察
する以外の方法もたくさん考えられます。もしあなたが堆積物の粒子の特徴を調べるとし
たら、どのような方法で調べますか。顕微鏡で観察する以外の方法と、それによって粒子
のどのような性質のちがいが調べられるのか、それぞれ 1つずつ答えなさい。

問 ２　堆積物Ａが地層を構成していた物質のかけらであるとき、堆積物Ａができるまでに起
こった可能性のある現象として最も不適切なものを次のア～オから 1つ選び、記号で答え
なさい。

ア　風による堆積物の運
うん

搬
ぱん

イ　河川水による岩石の侵
しん

食
しょく

ウ　大気や水による岩石の風化
エ　地

じ

震
しん

時
じ

の津
つ

波
なみ

による海底堆積物の移動
オ　火山の噴

ふん

火
か

による地球の中心にある物質の噴出

問 ３　堆積物Ａの中には、無色透明な粒子がたくさん入っていました。この粒子は、地球内部
の岩石がとても豊富にふくんでいる成分からできています。この無色透明な粒子として適
切なものを次のア～エから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　鉄
イ　石英（もしくはガラス）
ウ　ダイヤモンド
エ　食塩

問 ４　屋外の粒子は風に乗ったり人間のくつ底についたりしながら、だんだん別の場所に運ば
れていきます。堆積物Ｂと堆積物Ｃのうち、図 １の屋外の通路から採取したものはどちら
か、ＢかＣの記号で答えなさい。また、選んだ堆積物のどのような特徴からそう判断した
のか、その理由も答えなさい。
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ア イ ウ

そ
の
大
き
さ
の
範
囲
の
粒
子
数
の
割
合

100％

50％

0％
〜 4
1 mm 4

1 〜 2
1 mm 2

1 〜 4
3 mm 4

3 mm〜

粒子の大きさ

そ
の
大
き
さ
の
範
囲
の
粒
子
数
の
割
合

100％

50％

0％
〜 4
1 mm 4

1 〜 2
1 mm 2

1 〜 4
3 mm 4

3 mm〜

粒子の大きさ

そ
の
大
き
さ
の
範
囲
の
粒
子
数
の
割
合

100％

50％

0％
〜 4
1 mm 4

1 〜 2
1 mm 2

1 〜 4
3 mm 4

3 mm〜

粒子の大きさ

エ オ カ

そ
の
大
き
さ
の
範
囲
の
粒
子
数
の
割
合

100％

50％

0％
〜 4
1 mm 4

1 〜 2
1 mm 2

1 〜 4
3 mm 4

3 mm〜

粒子の大きさ

そ
の
大
き
さ
の
範
囲
の
粒
子
数
の
割
合

100％

50％

0％
〜 4
1 mm 4

1 〜 2
1 mm 2

1 〜 4
3 mm 4

3 mm〜

粒子の大きさ

そ
の
大
き
さ
の
範
囲
の
粒
子
数
の
割
合

100％

50％

0％
〜 4
1 mm 4

1 〜 2
1 mm 2

1 〜 4
3 mm 4

3 mm〜

粒子の大きさ

キ ク ケ

そ
の
大
き
さ
の
範
囲
の
粒
子
数
の
割
合

100％

50％

0％
〜 4
1 mm 4

1 〜 2
1 mm 2

1 〜 4
3 mm 4

3 mm〜

粒子の大きさ

そ
の
大
き
さ
の
範
囲
の
粒
子
数
の
割
合

100％

50％

0％
〜 4
1 mm 4

1 〜 2
1 mm 2

1 〜 4
3 mm 4

3 mm〜

粒子の大きさ

そ
の
大
き
さ
の
範
囲
の
粒
子
数
の
割
合

100％

50％

0％
〜 4
1 mm 4

1 〜 2
1 mm 2

1 〜 4
3 mm 4

3 mm〜

粒子の大きさ

⑵　写真上に引いた縦横の直線でチリ・ホコリ中の粒子の大きさを調べる、という⑴の
ルールに従う方法には決定的な問題点があります。粒子の大きさの決め方および調べる
範囲の選び方以外の問題点とその解決策をそれぞれ 1つずつ答えなさい。

� ※問題は以上です。
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問 ５　ある堆積物中の粒子の大きさとその割合を調べることで、その堆積物がどのようにして
できたかを考えることができます。次の⑴，⑵に答えなさい。

⑴　図 4ｂの堆積物Ｃの一部をスケッチしたものが図 ５です。いま、以下のルールに従っ
て、図 ５の範

はん

囲
い

で粒子の大きさと数を測定しました。その結果わかった粒子の分布を示
したグラフとして、最も適切なものを次ページのア～ケから1つ選び、記号で答えなさい。

＜粒子の大きさと数を測定するときのルール＞
①�　スケッチ上で縦横に等

とう

間
かん

隔
かく

に直線の補助線を引く（図 ５）。
②�　直線どうしの交点 1つにつき、その交点が粒子の内側（図 ５のグレーの部分）
に入っているかを調べる。

③�　②の交点が粒子の内側に入っているときだけ、その交点の位置に粒子が 1個あ
ると数える。

④�　③で 1個あると数えた粒子の大きさは、図 ５で見えている範囲の中で最も長い
対角線の長さとする。

⑤�　②〜④の手順をすべての交点 1つ 1つについて行い、どの大きさの粒子がいく
つあるかを数える（測定の例は図 6の通り）。

粒子の大きさ 粒子の数

　〜 4
1 mm 1

4
1 〜 2

1 mm 2

2
1 〜 4

3 mm 0

4
3 mm〜 0

図 ５ 　堆積物Ｃの輪かくのスケッチ

　　 （補助線の間隔は縦横とも 1
4 mm）

図 6　ルールに従って測定した例

　　 （�補助線の間隔は縦横とも 1
4 mm）
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