
2021 年度　入学試験問題

理　科
（第 4回）

［注意］

1 ．定規、三角定規、分度器、コンパス、計算機は使ってはいけません。

　　これらはかばんの中にしまいなさい。

2 ．試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。

3 ．解答用紙は、問題冊子の中にはさんであります。試験開始の合図があったら、 

解答用紙を取り出して受験番号と氏名を記入し、QRコードシールをはりなさい。

4 ．解答はすべて解答用紙に記入しなさい。

5 ．問題冊子の余白等は自由に使って構いません。

6 ．試験終了後、解答用紙のみ提出し、問題冊子は持ち帰りなさい。
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1 トシオ君は近くを流れている川の水質に興味を持ち、夏の自由研究にしようと考えています。

話を聞くために、川沿いにあるビジターセンターを訪ねました。

トシオ：川の中も陸地と同じようにたくさんの生物が共存しているのでしょうか？

相談員：川の中も陸地と同じように、生産者、消費者、分解者が存在しており、①「食べる・食

べられる」の関係が成り立っています。このような、生物同士のつながりは（　ア　）

とよばれています。消費者の中には、一次消費者、二次消費者がおり、さらに高次の消

費者がいることも多いです。

トシオ：水の中の生産者にはどのような生物がいるのですか？

相談員：②植物プランクトンや水底の藻
そう

類
るい

が水の中の生産者です。彼らは光合成によって、自ら

の栄養分をつくっています。また、少し難しい話になりますが、窒
ちっ

素
そ

やリンなどの栄養

塩類も利用して成長や増
ぞう

殖
しょく

に利用しているんです。

トシオ：栄養塩類ですか。難しい単語がでてきましたね。つまり、窒素やリンなどの栄養塩類は

生産者が成長するための栄養になるんですね。話は変わりますが、川沿いには工場や

住宅がたくさんありますよね？生活排
はい

水
すい

などが流れると、川はどうなってしまうのです

か？

相談員：生活排水や産業排水などの汚
お

物
ぶつ

が川に流れ込
こ

んだ場合、量が少なければ、多量の水で薄
うす

まり、分解者によって分解されるので、水質は守られます。

トシオ：もう少し詳
くわ

しく教えてもらってもいいですか。

相談員：まず初めに、細
さい

菌
きん

類やイトミミズが汚物を栄養源として取り込み、増殖します。する

と、細菌類を捕
ほ

食
しょく

するゾウリムシなども増殖します。汚物は分解されると栄養塩類にな

ります。

トシオ：栄養塩類は、植物プランクトンや藻類が利用するんでしたよね？

相談員：その通りです。次に、藻類が増殖すると、きれいな水に生息する、清水性動物が増加し

ます。このように、川全体で汚物を分解する現象を自然浄
じょう

化
か

といいます。

トシオ：へー、自然の力はすごいですね。水質を確かめる指標はありますか？

相談員：B O D（ビー・オー・ディー/生物学的酸素要求量）とよばれる指標があります。これ

は、「水中の汚物を栄養塩類に分解するために必要な酸素の量」です。汚物が多いと、

それを分解する生物が多くなります。生物が多いと、必要な酸素の量も増えるという

ことです。つまり、この値が大きいほど、水が汚染されていることになります。川の場

合、上流に汚物が流れると、下流に向かってゆっくりとこの値が下がっていく傾
けい

向
こう

にあ

ります。

トシオ：色々ありがとうございました。これで、いい夏の自由研究ができそうです。
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問 1 　文中の（　ア　）に当てはまる語句を答えなさい。

問 2 　下線部①について、図 1 のA～Dは、生産者、一次消費者、高次消費者（二次、三次…の

消費者）、分解者のいずれかを表しています。図 1 の の前後関係は「消費されるもの

消費するもの」を表しています。また と は生物のはたらきを表していま

す。

A

B

E

C D

F

図 1

⑴　生産者と高次消費者に当てはまる組み合わせとして最も適当なものを次の 1～ 6 から一つ

選び、番号で答えなさい。

生産者 高次消費者

1 A C

2 A D

3 B A

生産者 高次消費者

4 B D

5 D B

6 D C

⑵　図の E と F の気体はそれぞれ何という気体でしょうか。組み合わせとして最も適当なも

のを次の 1～ 6 から一つ選び、番号で答えなさい。

E F

1 窒素 二酸化炭素

2 窒素 酸素

3 酸素 二酸化炭素

E F

4 酸素 窒素

5 二酸化炭素 酸素

6 二酸化炭素 窒素

⑶　 と のはたらきは、それぞれ何というはたらきでしょうか。名
めい

称
しょう

を答えなさい。
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問 3 　下線部②の植物プランクトンについて、次の 1 ～ 5 から当てはまる生物をすべて選び、番

号を答えなさい。

1 　アオミドロ　　　　　 2 　ミカヅキモ　　　　　 3 　アメーバ

4 　ミジンコ　　　　　　 5 　ケイソウ

問 4 　トシオ君は、相談員さんが話してくれた内容をイメージ図にまとめました。次の図 2 は汚

物が川に流入してから自然浄化がおこるときの上流から下流への変化の様子を示していま

す。図 2 のア～ウは藻類、細菌、清水性動物のいずれかの変化を示しています。また、エ

～カは栄養塩類、B O D、汚物の濃度のいずれかの変化を示しています。

図 2

汚物が流入

生物

多 ア
イ

ウ

少
上流側 下流側

上流側 下流側

カ オ
エ

物質

高

低

汚物が流入
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⑴　図 2 のア～ウに当てはまる生物の組み合わせとして最も適当なものを次の 1～ 6 から一つ

選び、番号で答えなさい。

ア イ ウ

1 藻類 細菌 清水性動物

2 藻類 清水性動物 細菌

3 細菌 清水性動物 藻類

4 細菌 藻類 清水性動物

5 清水性動物 藻類 細菌

6 清水性動物 細菌 藻類

⑵　図 2 のエ～カに当てはまる語の組み合わせとして最も適当なものを次の 1～ 6 から一つ選

び、番号で答えなさい。

エ オ カ

1 栄養塩類 B O D 汚物

2 栄養塩類 汚物 B O D

3 B O D 汚物 栄養塩類

4 B O D 栄養塩類 汚物

5 汚物 栄養塩類 B O D

6 汚物 B O D 栄養塩類
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2 図 1 は、ある星座をスケッチしたものです。また、図 2 のア～オは、東京のある地点で同じ

時刻に 1 か月ごとに図 1の星座の位置を観測してスケッチしたものです。次の各問いに答えな

さい。

A

B 東

ア

イ

ウ
エ

オ

南 西

図 1 図 2

問 1 　この星座は、何という星座ですか。この星座の名前を書きなさい。

　

問 2 　図 1 のAの星とBの星はこの星座の中で明るく見える星です。次の文は、Aの星とBの星

の特ちょうについて述べたものです。最も適当なものを次の 1 ～ 5 から一つ選び、番号で

答えなさい。

1 　A の星は 1 等星、B の星は 2 等星である。

2 　A の星、B の星の両方とも 2 等星である。

3 　A の星、B の星の両方とも青い色に見える。

4 　A の星は赤い色に見え、B の星は青い色に見える。

5 　A の星は青い色に見え、B の星は赤い色に見える。
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問 3 　図 1 のAの星とBの星について述べた文 1 ～ 6 のうち、最も適当なものを一つ選び、番号

で答えなさい。

1 　Aの星は、冬の大三角とよばれる星のうちの一つである。

2 　Bの星は、冬の大三角とよばれる星のうちの一つである。

3 　Aの星とBの星のどちらも、冬の大三角とよばれる星のうちの一つである。

4 　Aの星は、夏の大三角とよばれる星のうちの一つである。

5 　Bの星は、夏の大三角とよばれる星のうちの一つである。

6 　Aの星とBの星のどちらも、夏の大三角とよばれる星のうちの一つである。

問 4 　この星座は、12月 5 日の午前 0 時に図 2 のウの位置に見られました。Bの星が地平線に沈
しず

むのは何時頃
ころ

ですか。最も近いものを次の 1 ～ 5 から一つ選び、番号で答えなさい。

1 　午前 2 時　　　　　 2 　午前 4 時　　　　　 3 　午前 6 時

4 　午前 8 時　　　　　 5 　午前10時

問 5 　この星座を 1 月 4 日の午後 8 時に観測したら、どの位置に見えますか。最も近いものを

図 2 のア～オから一つ選び、記号で答えなさい。

問 6 　この星座を12月 5 日午前 0 時に北海道の函
はこ

館
だて

で観測したら、図 2 のどの位置に見えますか。

最も適当なものを次の 1 ～ 4 から一つ選び、番号で答えなさい。

1 　函館では、イの位置に見えた。

2 　函館では、エの位置に見えた。

3 　函館ではウの方角に観測できたが、東京に比べて地平線に近い位置に見えた。

4 　函館ではウの方角に観測できたが、東京に比べて地平線から遠い位置に見えた。
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3 ものが水に溶
と

ける量には限度があります。100gの水に溶けることができるものの量［g］を

溶
よう

解
かい

度
ど

といいます。また、ものが溶けられるだけ溶けている水
すい

溶
よう

液
えき

のことをほう和水溶液とい

います。溶解度はものの種類や水の温度によっても異なります。以下に、ある 4 つのもの A

～ D の溶解度についての表を示しました。

　 0℃ 20℃ 40℃ 60℃ 80℃ 100℃

A 11.7 24 39 52.2 62.8 71 

B 26.3 26.4 26.7 27.1 27.5 28.2 

C 2.7 4.7 8.2 13 19.1 27.5 

D 3 5.9 11.7 24.8 71 119 

表. 溶解度［ g /水100 g ］

　　濃
こ

い水溶液の温度を下げたり、水を蒸発させたりすると、溶けることのできる量がへり、溶

けきれなくなったものが結
けっ

晶
しょう

としてでてきます。この現象を再結晶といいます。再結晶では、

ガスバーナーやアルコールランプを用いて、温度や水量を変化させたりします。また、でてき

た結晶を取り除くために、ろ過をして、結晶とろ液を分別します。

問 1 　以下の文章は、アルコールランプの安全な使い方について述
の

べたものです。（　ア　）～

（　ウ　）に入る語句の組み合わせとして最も適当なものを、次の 1 ～ 8 から一つ選び、

番号で答えなさい。

≪アルコールランプの安全な使い方≫

アルコールランプをおさえて、ふたをとり、とったふたはすぐそばにたてておく。 

あらかじめ、アルコールを容器の（　ア　）分目までいれておき、火をつけるときは、

マッチの火を（　イ　）から静かに近づける。炎
ほのお

の（　ウ　）が金
かな

網
あみ

にあたるように、

アルコールランプの高さは調整する。火を消すときは、ふたをすばやく斜
なな

め上からかぶせる。

　　

（　ア　） （　イ　） （　ウ　）

5 8 上 1―2

6 8 横 1―2

7 5 上 1―2

8 5 横 1―2

（　ア　） （　イ　） （　ウ　）

1 8 上 1―3

2 8 横 1―3

3 5 上 1―3

4 5 横 1―3
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問 2 　以下の文章は、ガスバーナーの正しい使い方について述べたものです。

　　　（　ア　）～（　エ　）に入る語句の組み合わせとして最も適当なものを、次の 1 ～12か

ら一つ選び、番号で答えなさい。

≪ガスバーナーの正しい使い方≫

上下 二 つのねじが閉まっていることを確認したうえで、（　ア　）を開く。マッチに

火をつけ、（　イ　）を少しずつ開いて、点火する。（　イ　）をゆるめて、炎の大きさ

を調整したあと、（　ウ　）を開き、（　エ　）色の安定した炎にする。火を消すときは

（　ウ　）、（　イ　）、（　ア　）の順に閉じる。

（　ア　） （　イ　） （　ウ　） （　エ　）

1 ガス調節ねじ 空気調節ねじ 元せん 赤

2 ガス調節ねじ 空気調節ねじ 元せん 青

3 ガス調節ねじ 元せん 空気調節ねじ 赤

4 ガス調節ねじ 元せん 空気調節ねじ 青

5 空気調節ねじ ガス調節ねじ 元せん 赤

6 空気調節ねじ ガス調節ねじ 元せん 青

7 空気調節ねじ 元せん ガス調節ねじ 赤

8 空気調節ねじ 元せん ガス調節ねじ 青

9 元せん ガス調節ねじ 空気調節ねじ 赤

10 元せん ガス調節ねじ 空気調節ねじ 青

11 元せん 空気調節ねじ ガス調節ねじ 赤

12 元せん 空気調節ねじ ガス調節ねじ 青

問 3 　次の各問いに答えなさい。⑴～⑶の答えは、小数第一位を四捨五入し、整数で答えなさい。

⑴　20℃で A を水に溶かして、ほう和水溶液をつくりました。この水溶液の濃さは何 % ですか。

⑵　20℃で B のほう和水溶液を 300gつくりました。この水溶液に溶けている B は何gですか。

⑶　80℃で A のほう和水溶液を 200gつくりました。その後 20℃まで冷やした後、ろ過して得

られる A は何 g ですか。

⑷　80℃で 150gの水に、B を 43.25g加えてよくかきまぜました。その後 20℃まで冷やした後、

ろ過して得られる B は何gですか。
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 問 4 　80℃で100gの水にCを20g、Dを80g加えてよくかきまぜました。その後20℃まで冷やし

た後、すべてろ過しました。ろ過して得られたもののうち、Cは何%を占
し

めていますか。

小数第一位を四捨五入し、整数で答えなさい。ただし、溶解度はものを二つ以上溶かして

も、一つのときと変わらないものとします。

問 5 　四つのビーカーを用意し、100℃の水100gにA～Dをそれぞれ25gずつ加えました。この

水溶液を100℃から 0 ℃まで冷やしていったときに、結晶ができるのが早い順番をA～D

の記号で答えなさい。ただし、すべてのビーカーを全く同じ方法で冷やし、温度が低下す

る速度は全く同じであるものとします。また、結晶ができない場合は、解答に含めてはい

けません。
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（問題は次のページに続く）
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4 ばねばかりにつるされた体
たい

積
せき

100cm3、重さ 300g のおもりがあります。図 1では水
すい

槽
そう

の中に

完全におもりが沈
しず

められています。いま、水槽の中には 1 cm3 あたりの重さが 1.00g の水が入っ

ています。以下の問いに答えなさい。

問 1 　図 1 のばねばかりは何gを示
しめ

しますか。

問 2 　図 2 のようにばねばかりを引き上げたところ、ばねばかりは240gを示しました。おもりの

うち水に入っている部分の体積は何cm3 ですか。

　　次に、水槽の中の水を食塩水に変えて、図 1の状態にしたところ、ばねばかりは 186gを示し

ました。

問 3 　食塩水の 1 cm3 あたりの重さは何gですか。

　　以下の水溶液は、すべて食塩水とします。図 3 のように 1 cm3 あたりの重さが 1.12g の濃
こ

い

水溶液 100cm3 が入っている水槽 A に、1 cm3 あたりの重さが 1.00g の水 500cm3 を入れた均
きん

一
いつ

な水溶液 a をつくりました。図 1と同
どう

様
よう

に水溶液 a の中に体積 100cm3、重さ 300g のおもりを

完全に沈めました。ただし、水溶液 a の体積は 600cm3 で、濃い水溶液と水の体積の和と同じ

になるものとします。

ばねばかり

ばねばかり

おもり

水槽 水槽

図 1 図 2

ばねばかり

水
(500cm3)

水槽A
図 3

水槽A
水溶液 a (600cm3）濃い水溶液(100cm3）

おもり
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問 4 　水溶液 a の 1 cm3 あたりの重さは何gですか。

問 5 　ばねばかりは何gを示しますか。

　　図 4 のように 1 cm3 あたりの重さが 1.12g の濃い水溶液 200cm3 が入っている水槽 B があり、

水（1 cm3 あたりの重さが 1.00g）をいれて均一な水溶液 b をつくりました。ただし、水溶液 b

の体積は、濃い水溶液と水の体積の和と同じになるものとします。図 1と同様に水溶液 b の中

に体積 100cm3、重さ 300g のおもりを完全に沈めたところ、ばねばかりは 196g を示しました。

問 6 　水溶液 b をつくるのに加えた水の体積は何cm3 ですか。

　　最後に水溶液 a 600cm3と水溶液 b すべてをまとめた水溶液をつくり、図 5 のように体積

300cm3、重さ 500g のおもりを一部沈めました。このとき、ばねばかりは 294g を示しました。

　　ただし、この水溶液の体積は、水溶液 a と水溶液 b の体積の和と同じになるものとします。

問 7 　おもりのうち水溶液に入っている部分の体積は何cm3 ですか。

ばねばかり

図 4
水槽B 水槽B

濃い水溶液(200cm3） 水溶液 b

水
おもり

ばねばかり

図 5
水槽 水槽

水溶液

水溶液
b

水溶液
a

おもり



（問題は前のページで終わり）






