
2021 年度 ２月２日午前入試（第３回）

理　　科

注意　１　開始の “チャイム ”が鳴るまで中を見てはいけません。
　　　２　答えはすべて解答用紙の解答らんに，はっきり書きなさ

い。
　　　３　終わりの “チャイム ”が鳴ったら，とちゅうでもやめな

さい。
　　　４　問題のページは，３−１から３−８まであります。
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Ⅰ．太陽に関連した，次の １ ～ ３ の問題に答えなさい。

１ 　光電池に日光をあてると電流が発生します。日光のあたり方と光電池の電流の強さを調べました。

　　　次の各問いに答えなさい。

問１　太陽の高度が72°の時，図１のように鏡で反射させた光が，地面に対して90°となるように立てた光電池に

90°にあたるようにします。鏡と地面との角度を何度にすればよいか答えなさい。
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図１

問２　図２のように光を光電池に90°にあてました。その後，光電池を地面に対して，矢印のように時計回りに

少しずつ回転させて角度と電流の強さとの関係を調べました。地面との角度と光電池から流れる電流の強さ

を表しているグラフを，次の（あ）～（え）から１つ選び，記号で答えなさい。（地面と光電池のなす角は

０°～90°とする）
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２ �　植物は，太陽の光を利用して光合成を行っています。この光合成の反応には，酸素や二酸化炭素などの気

体が関係しています。そこで，光合成に関係する気体について実験を行いました。次の各問いに答えなさい。

【実験】

　①試験管A～Dに，水と青色のBTBよう液を入れ，呼気をふきこんで，緑色にした。

　②試験管A，Bにオオカナダモを入れた。

　③試験管A～Dにゴムせんをした。

　④試験管B，Dをアルミはくでおおった。

　⑤試験管A～Dを光が当たるところに２時間放置した。

　⑥⑤のあと，BTBよう液の色の変化をみた。

【結果】

試験管A 試験管B 試験管 C 試験管D

BTBよう液の色 青色 黄色 変化なし 変化なし

問１　実験後の試験管Bに入っている液体は，BTBよう液の色の変化から何性を示していますか。

問２　試験管Aの BTBよう液の色の変化について，この変化が起きた理由としてもっとも適切なものを，次の

（あ）～（か）から選び，記号で答えなさい。

（あ）　オオカナダモが光合成をして，水にとけていた二酸化炭素を吸収したから。

（い）　オオカナダモが光合成をして，水にとけていた酸素を吸収したから。

（う）　オオカナダモが光合成をして，二酸化炭素を水中に放出したから。

（え）　オオカナダモが光合成をして，酸素を水中に放出したから。

（お）　オオカナダモが呼吸をして，二酸化炭素を水中に放出したから。

（か）　オオカナダモが呼吸をして，酸素を水中に放出したから。

問３　試験管Bの BTBよう液の色の変化について，この変化が起きた理由としてもっとも適切なものを，問２

の（あ）～（か）から選び，記号で答えなさい。

問４　実験後の試験管Aのオオカナダモには，小さなあわがついていました。この小さなあわは何という気体

ですか。次の（あ）～（え）から選び，記号で答えなさい。

（あ）ちっ素　　　（い）酸素　　　（う）水素　　　（え）二酸化炭素
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二酸化炭素について，以下の問いに答えなさい。

問５　二酸化炭素は，（ⅰ）酸性の液体と（ⅱ）固体を反応させて発生させることができます。

（１）下線部（ⅰ）の酸性の液体として適切なものの例を１つ書きなさい。

（２）下線部（ⅱ）の固体として使えないものを次の（あ）～（き）からすべて選び，記号で答えなさい。

　（あ）貝がら　　　　　　　（い）二酸化マンガン　　（う）大理石　　　　　　　　（え）石灰石

　（お）アルミニウムの粉　　（か）チョーク　　　　　（き）水酸化カルシウム

問６　二酸化炭素を集める方法として，適切でないものを，次の（あ）～（う）から１つ選び，記号で答えなさい。

（う）

気体
気体

（あ） （い）

気体

問７　二酸化炭素を水にとかしたものは，一
いっぱん

般に何とよばれますか。漢字３文字で答えなさい。

問８　問７の水よう液の性質として，正しいものはどれですか。次の（あ）～（お）からすべて選び，記号で答

えなさい。

（あ）アルカリ性を示す。

（い）青色リトマス紙を赤色に変える。

（う）蒸発させると白い固体が残る。

（え）非常に毒性が強い。

（お）色もにおいも無い。
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�３ 　花子さんは，季節によって太陽の動きがどのように変わるか調べました。次の各問いに答えなさい。

問１　朝８時に太陽の位置を調べると，ちょうど東に，太陽が図の高さに見えました。調べた時期はいつと考え

られますか。次の（あ）～（う）から選び，記号で答えなさい。

（あ）夏至　　　（い）冬至　　　（う）春分

問２　問１で調べたときから約３か月後に同じ場所で，同じ時刻に太陽の位置を調べました。図に比べて太陽の

位置はどのように変化しましたか。次の（あ）～（う）から選び，記号で答えなさい。

（あ）図より北側に見えた。

（い）図より南側に見えた。

（う）図と同じ位置に見えた。

問３　季節ごとの日の出の時刻と日の入りの時刻を調べ，表にまとめました。表のA～Cは春分，夏至，冬至の

いずれかを表しています。①～③に当てはまる日の入りの時刻を次の（あ）～（う）からそれぞれ選び，記

号で答えなさい。

日の出の時刻 日の入りの時刻

A 午前４時26分 ①

B 午前６時47分 ②

C 午前５時45分 ③

（あ）午後４時32分　　　（い）午後５時53分　　　（う）午後７時

東

図



＜問題は次ページに続きます。＞
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Ⅱ．プラスチックは日常生活のあらゆる場所で利用されています。便利な一方で，ポイ捨てなど不適切に処分
されたプラスチックごみが大量に海に流れ出て，海の環

かんきょう

境をよごし，海の生き物にも悪影
えいきょう

響をおよぼしていま

す。ごみに関連した，次の １ ～ ３ の問題に答えなさい。

１ �　プラスチックも，きちんと分別すれば資源としてリサイクルすることができます。多くのプラスチック製

品は，プラスチックごみとしてまとめて回収され，リサイクルしたり，燃やして発生した熱を発電や温水を

つくるのに利用されています。ポリエチレンテレフタラート（PET）は，合成せんい（人工的に作られたせ

んい）やプラスチックの原料の１つで，プラスチック製のペットボトルは PETから作られます。ペットボ

トルは中が洗いやすく，リサイクルしやすいため，リサイクル後は色々なものを作るのに使われています。

リサイクルのほかにもリデュース（むだなごみの量をできるだけ少なくすること）・リユース（一度使った

ものをごみにしないで何度も使うこと）を進め，プラスチックを有効に，賢
かしこ

く利用することで，プラスチッ

クごみも減らすことができるはずです。

問１　中を洗ったペットボトルの回収方法として正しいものを次の（あ）～（え）から選び，記号で答えなさい。

（あ）ラベルもふたもつけたまま回収する。

（い）ラベルをつけたまま，ふただけはずして回収する。

（う）ラベルをはずして，ふたをつけたまま回収する。

（え）ラベルもふたもはずして回収する。

問２　ペットボトルがリサイクルされてできる製品の例を１つ答えなさい。

問３　小さく切ったプラスチックを燃焼さじにのせ，ガスバーナーで加熱しました。

　　　プラスチックが燃え出したらすぐに，図１のように集気びんに入れて，様子を

観察したところ，（ⅰ）集気びんの内側がくもりました。また，燃えた後の集気び

んに，少量の石
せっかい

灰水を入れてふると，（ⅱ）石灰水は白くにごりました。

　　　下線部（ⅰ）（ⅱ）の結果から，プラスチックを燃やすと何が発生したといえ

ますか。それぞれ答えなさい。

問４　近年プラスチックごみに関する規制が強まり，プラスチックの使用をひかえる動きが見られます。

　リデュースとリユースの例を次の（あ）～（お）からそれぞれすべて選び，記号で答えなさい。

（あ）発ぽうスチロールのトレーを回収ボックスに入れる。

（い）いらなくなったおもちゃを，他人にあげる。

（う）飲み物をストローを使わずに飲む。

（え）少量の買い物の場合，レジぶくろをもらわない。

（お）ペットボトルでおもちゃを作る。

図１
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　　プラスチック以外のアルミかんやスチールかんなども回収後，リサイクルされています。アルミかんとス

チールかんを区別するために電磁石を利用しています。次の各問いに答えなさい。

問５　次の（あ）～（く）の中で磁石につくものはどれですか。すべて選び，記号で答えなさい。

（あ）10円玉　　　　　（い）１円玉　　　　　　（う）スチールかん　　　（え）アルミかん

（お）CD　　　　　　 （か）ペットボトル　　　（き）アルミはく　　　　（く）使い捨てカイロ

問６　棒磁石と電磁石とのちがいについて，それぞれの特ちょうをあげて，２つ答えなさい。

問７　金属のごみの分別に電磁石を使う利点を１つ答えなさい。
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２ �　次の各問いに答えなさい。

問１　1997年，太平洋の西と東に二つのきょ大なごみだまりが発見されました（日本の面積の４倍以上の大き

さ）。地球上の海の流れにのって，ごみが集まったのです。オランダのオーシャンクリーンアップという団

体が，大きな「海洋清そう装置」で，海のごみだまりのごみをあみにつかまえることをためしました。しか

しうまくいかなかったので，次にこの団体は，河川のごみ除去に目を向けました。河川のごみを除くことは，

海のごみに対しても影響をおよぼします。それはなぜか答えなさい。

問２　2020年の５月に，東京の福
ふっさ

生市で海ごみゼロウィークの活動として街の清そう活動が行われました。海か

らはなれた場所なのに，なぜこの活動が海のごみへの活動になるのか答えなさい。

問３　陸地のごみは，ある気象のときに多く海のごみへとつながります。それはどんな気象のときか答えなさい。

問４　世界では，毎年800万トンものごみが海に流れこみます。2011年に起きたある出来事で，日本から150万ト

ンものごみが一気に太平洋に放たれました。それはどんな出来事か答えなさい。
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３ �　私たちが出す家庭ごみには，プラスチックごみのほかにも生ごみがあります。これに関する文章を読み，

次の問いに答えなさい。

　水気をふくむ生ごみは，処理場で燃やすときに，多くのエネルギーを必要とします。そこで，生ごみを燃やし

て処理するのではなく，土にまぜることによって処理しようとする方法も利用されています。

　土の表面や中には，ミミズやダンゴムシ，ムカデ，アリ，モグラなどの多くの生物が存在しています。森の中

の生物たちと同じように，土でも，落ち葉をミミズが食べ，そのミミズをモグラが食べるといった生物どうしの

食べる食べられるという関係が見られます。

　さらに，カビや（ア）などの肉眼では見えない微
びせいぶつ

生物もいます。微生物は，落ち葉や動物の（イ）や死がいな

どにふくまれる栄養を分解し，植物の成長に必要な別の栄養に変えてくれます。つまり，土が栄養豊富になるの

です。

　生ごみを土にまぜると，生ごみにふくまれる栄養が土の中の微生物によって分解され，しばらくすると植物の

成長に適した土ができます。微生物にとっての生ごみの分解は私たちが行う（ウ）と同じはたらきなので，生ご

みを土にまぜる処理方法でも二酸化炭素が排
はいしゅつ

出されますが，排出量を比べると燃やした時よりも減少します。ま

た，燃料を使わないため，処理に使用するエネルギー量も減少します。さらに，分解されてできた土を園芸に使

用することができます。

　また，プラスチックは人工的に作られた成分のため，自然に捨てられても微生物によって分解されることがあ

りません。しかし，近年では微生物が分解できる生分解性プラスチックの開発も進んでいます。

問１　文中の下線部について，このような関係を何といいますか。答えなさい。

問２　文中の（ア）～（ウ）に当てはまる語句を答えなさい。




