
令和４年度
高等学校入学者選抜学力検査問題

第 4 部

理 科

注 意

1 問題は， 1 から 5 まであり，10ページまで印刷してあります。

2 答えは，すべて別紙の解答用紙に記入し，解答用紙だけ提出しなさい。

3 問いのうち，「 選びなさい。」と示されているものについては，問い

で指示されている記号で答えなさい。
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Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

次の問いに答えなさい。（配点 28）

問１ 次の文の ① ～ ⑧ に当てはまる語句を書きなさい。

 光が異なる物質の境界へ進むとき，境界面で折れ曲がる現象を光の ① という。

 金属をみがくとかがやく性質を金属 ② という。

 タマネギの種子から出た根の先端を酢酸オルセイン液で染め，顕微鏡で観察すると，核

やひも状の ③ が見られる。

 太陽の表面にある周囲より温度が低いために暗く見える部分を ④ という。

 たいこやスピーカーなど振動して音を出すものを，発音体または ⑤ という。

 蒸留とは，混合物中の物質の ⑥ のちがいを利用して，物質をとり出す方法である。

 19世紀の中ごろメンデルは，対になっている遺伝子が減数分裂によってそれぞれ別の生

殖細胞に入るという ⑦ の法則を発表した。

 太陽系にある水星，金星，地球，火星，木星，土星，天王星，海王星の８つの天体を

⑧ という。

問２ １秒間に50回打点する記録タイマーで運動を記録したテープを５打点ごとに切ると，どの

長さも4.2cmだった。この運動の平均の速さは何cm/sか，書きなさい。

問３ 次の文の ① に当てはまる語句を書きなさい。また，②の｛ ｝に当てはまるもの

を，ア，イから選びなさい。

マグネシウム原子Ｍｇは， ① を２個②｛ア 受けとって イ 失って｝，マグネ

シウムイオンＭｇ２＋となる。

問４ 図１のＡ～Ｄは，アブラナの花弁，がく，おしべ，めしべのいずれかを模式的に示したも

のである。花の最も外側にある部分を，Ａ～Ｄから選びなさい。また，選んだ部分の名称を

書きなさい。

１

図１
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１ 次の問いに答えなさい。

問１  ～ の計算をしなさい。

 －５×３

 ９－６
２

 14× ７－ ８

問２ 絶対値が４である数をすべて書きなさい。
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１ 次の問いに答えなさい。

問１  ～ の計算をしなさい。

 －５×３

 ９－６
２

 14× ７－ ８

問２ 絶対値が４である数をすべて書きなさい。
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問５ 図２は，同じ地域の露頭Ｐ，Ｑを観察し，結果をまとめた柱状図である。観察中にＢとＩ

の砂岩の層からアンモナイトの化石が見つかった。最も古い層を，Ａ～Ｌから選びなさい。

ただし，この地域の各地層は水平に積み重なっており，断層やしゅう曲，地層の逆転はない

ものとする。

図２
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１ 次の問いに答えなさい。

問１  ～ の計算をしなさい。

 －５×３

 ９－６
２

 14× ７－ ８

問２ 絶対値が４である数をすべて書きなさい。
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１ 次の問いに答えなさい。

問１  ～ の計算をしなさい。

 －５×３

 ９－６
２

 14× ７－ ８

問２ 絶対値が４である数をすべて書きなさい。
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問３ 下の資料は，Ａ市における各日の最高気温を１週間記録したものです。中央値を求めな

さい。

（資料）

曜日 日 月 火 水 木 金 土

最高気温（℃） 22.2 31.1 32.0 34.2 24.2 21.6 25.9

問４ 下の図のような正三角錐ＯＡＢＣがあります。辺ＡＢとねじれの位置にある辺はどれで
すい

すか，書きなさい。

Ｏ

Ｂ

Ａ Ｃ
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次の問いに答えなさい。（配点 18）

植物のからだのしくみについて調べるために，身のまわりの植物を用いて，次の観察と実

験を行った。

観察 [1] アスパラガスとキクの茎を赤く着色した水

に１時間さしておいた。

[2] アスパラガスの茎の一部を切り取り，横断

面をルーペで観察した。図１は，そのときの

ようすを模式的に示したものである。また，

○a
図１のＸの部分を顕微鏡で観察した。

[3] キクの茎の一部を切り取り，横断面をルー

ペで観察した。図２は，そのときのようすを

模式的に示したものである。

[4] [3]のキクの茎を，縦に半分に切って，縦

断面をルーペで観察すると，赤く染まってい

た部分が見られた。

実験 [1] 葉の枚数と葉の大きさ，茎の太さがほぼ同じキクＡ～Ｄを用意し，花を切ったも

のをキクＡ，花と葉を切ったものをキクＢ，何も切らずにそのままの状態にしたも

のをキクＣ，Ｄとした。切り取った部分からの蒸散を防ぐために，ＡとＢの花や葉

を切り取った部分にワセリンを塗った。

[2] 図３のようにキクＡ～Ｃを10cm３の水が入っているメスシリンダーに１本ずつ入

れ，それぞれの
○b
メスシリンダー内の水面を少量の油でおおった。

[3] キクＡ～Ｃを入れた３つのメスシリンダーを日中の明るく風通しがよいところに

置き，３時間後にメスシリンダー内の水面の目盛りを読んで，それぞれの水の減少

量を調べた。表は，このときの結果をまとめたものである。

[4] キクＤを10cm３の水が入っているメスシリンダーに入れ，メスシリンダー内の水

面を少量の油でおおった。次に，暗室で１時間置き，その後蛍光灯の光を当て１時間

置いたときの，30分ごとの水の減少量を４回記録した。

図３

２

図１

赤く染まって
いた部分

キクの茎の横断面

図２

アスパラガスの茎の横断面

赤く染まって
いた部分

Ｘの部分

キクＡ キクＢ キクＣ

水の減少量〔cm３〕 2.2 0.3 2.7

表
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問５ yは xに比例し， x＝２のとき y＝－６となります。 x＝－３のとき， yの値を求めな

さい。

問６ 下の図のように，線分ＡＢを直径とする半円があり，ＡＢ＝５㎝とします。弧ＡＢ上に

点Ｃを，ＢＣ＝２㎝となるようにとります。このとき，線分ＡＣの長さを求めなさい。

Ａ Ｂ

Ｃ

５cm

２cm
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問１ 観察について，次の ， に答えなさい。

 図４は，下線部○a のときに見られたようすを模式的に示したものである。次の文の①，

②の｛ ｝に当てはまるものを，それぞれア，イから選びなさい。

赤く染まっていた部分のうち赤い水が通った部分は，図４の①｛ア Ａ イ Ｂ｝で

あり，②｛ア 道管 イ 師管｝という。

 [4]の縦断面のようすを模式的に示したものとして，最も適当なものを，ア～エから選

びなさい。

ア イ ウ エ

問２ 実験について，次の ～ に答えなさい。

 次の文は，下線部○b のようにメスシリンダー内の水面を少量の油でおおった理由を説明

したものである。説明が完成するように， の中に当てはまる語句を書きなさい。

メスシリンダー内の水面から ため。

 次の文の①の｛ ｝に当てはまるものを，ア～ウから選びなさい。また， ② に

当てはまる数値を書きなさい。

水の減少量がキクの蒸散量と等しいとしたとき，花の部分で蒸散が起こっていることは，

①｛ア ＡとＢ イ ＢとＣ ウ ＡとＣ｝の水の減少量を比較するとわかり，葉の

蒸散量は花の ② 倍である。

 [4]をグラフに表したものとして，最も適当なものを，ア～ウから選びなさい。また，

選んだ理由を明るさと気孔の状態にふれて書きなさい。

ア イ ウ

Ｂ

Ａ
Ｘの部分

図４

- 3 -

問５ yは xに比例し， x＝２のとき y＝－６となります。 x＝－３のとき， yの値を求めな

さい。
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２ 次の問いに答えなさい。

問１ x＝１，y＝－２のとき，３x ( x＋２y )＋ y( x＋２y ) の値を求めなさい。

問２ 下の図のように，２種類のマーク（ ， ）のカードが４枚あります。この４枚のカー

ドのうち，３枚のカードを１枚ずつ左から右に並べるとき，異なるマークのカードが交互

になる並べ方は何通りありますか，求めなさい。
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次の問いに答えなさい。（配点 18）

うすい塩酸と塩化銅水溶液を用いて，次の実験１，２を行った。

実験１ [1] 図１のように，うすい塩酸に電流を流すと，電極Ａ，Ｂの両方で気体が発生した。

[2] しばらくしてから電流を流すのをやめ，気体の量を調べたところ，
○a
電極Ａ側

と電極Ｂ側では，集まった気体の量が異なっていた。

[3] 電極Ａ側のゴム栓をはずし，マッチの火を近づけたところ，音を立てて燃えた。

[4] 図２のように，赤インクで着色した水を入れた試験管Ｐと，ＢＴＢ溶液を数滴

加えた水を入れた試験管Ｑを用意した。

[5] 電極Ｂ側のゴム栓をはずし，気体のにおいを調べたところ，特有の刺激臭が

あった。また，電極Ｂ付近の液体をスポイトでとって，試験管Ｐ，Ｑにそれぞれ

少しずつ加えると，試験管Ｐの水溶液は赤インクの色が消えて無色になり，

試験管Ｑの水溶液は黄色くなった後に色が消えて無色になった。

実験２ [1] 図３のように，塩化銅水溶液に電流を流すと，電極Ｃに赤色（赤茶色）の物質

が付着し，電極Ｄで気体が発生した。

[2] 図４のように，ＢＴＢ溶液を数滴加えた水を入れた試験管Ｒを用意した。

[3] 電極Ｄ側のゴム栓をはずし，電極Ｄ付近の液体をスポイトでとって，試験管Ｒ

に少しずつ加えると，試験管Ｒの水溶液は黄色になった後にうすい青色になった。

[4]
○ｂ
図３の塩化銅水溶液にさらに30分間電流を流すと，その水溶液の色は実験前

うすい塩酸

電極Ａ
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電源装置

ゴム栓

１
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４

５

６
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図１ 図２
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６

電極Ｄ ＢＴＢ溶液

を加えた水

試験管Ｒ

３

赤インクで

着色した水

ＢＴＢ溶液

を加えた水

試験管Ｑ試験管Ｐ

に比べ，うすくなった。
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次の問いに答えなさい。（配点 18）

うすい塩酸と塩化銅水溶液を用いて，次の実験１，２を行った。

実験１ [1] 図１のように，うすい塩酸に電流を流すと，電極Ａ，Ｂの両方で気体が発生した。

[2] しばらくしてから電流を流すのをやめ，気体の量を調べたところ，
○a
電極Ａ側

と電極Ｂ側では，集まった気体の量が異なっていた。

[3] 電極Ａ側のゴム栓をはずし，マッチの火を近づけたところ，音を立てて燃えた。

[4] 図２のように，赤インクで着色した水を入れた試験管Ｐと，ＢＴＢ溶液を数滴

加えた水を入れた試験管Ｑを用意した。

[5] 電極Ｂ側のゴム栓をはずし，気体のにおいを調べたところ，特有の刺激臭が

あった。また，電極Ｂ付近の液体をスポイトでとって，試験管Ｐ，Ｑにそれぞれ

少しずつ加えると，試験管Ｐの水溶液は赤インクの色が消えて無色になり，

試験管Ｑの水溶液は黄色くなった後に色が消えて無色になった。

実験２ [1] 図３のように，塩化銅水溶液に電流を流すと，電極Ｃに赤色（赤茶色）の物質

が付着し，電極Ｄで気体が発生した。

[2] 図４のように，ＢＴＢ溶液を数滴加えた水を入れた試験管Ｒを用意した。

[3] 電極Ｄ側のゴム栓をはずし，電極Ｄ付近の液体をスポイトでとって，試験管Ｒ

に少しずつ加えると，試験管Ｒの水溶液は黄色になった後にうすい青色になった。

[4]
○ｂ
さらに30分間電流を流すと，塩化銅水溶液の色は実験前に比べ，うすくなった。
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次の問いに答えなさい。（配点 18）

うすい塩酸と塩化銅水溶液を用いて，次の実験１，２を行った。

実験１ [1] 図１のように，うすい塩酸に電流を流すと，電極Ａ，Ｂの両方で気体が発生した。

[2] しばらくしてから電流を流すのをやめ，気体の量を調べたところ，
○a
電極Ａ側

と電極Ｂ側では，集まった気体の量が異なっていた。

[3] 電極Ａ側のゴム栓をはずし，マッチの火を近づけたところ，音を立てて燃えた。

[4] 図２のように，赤インクで着色した水を入れた試験管Ｐと，ＢＴＢ溶液を数滴

加えた水を入れた試験管Ｑを用意した。

[5] 電極Ｂ側のゴム栓をはずし，気体のにおいを調べたところ，特有の刺激臭が

あった。また，電極Ｂ付近の液体をスポイトでとって，試験管Ｐ，Ｑにそれぞれ

少しずつ加えると，試験管Ｐの水溶液は赤インクの色が消えて無色になり，

試験管Ｑの水溶液は黄色くなった後に色が消えて無色になった。

実験２ [1] 図３のように，塩化銅水溶液に電流を流すと，電極Ｃに赤色（赤茶色）の物質

が付着し，電極Ｄで気体が発生した。

[2] 図４のように，ＢＴＢ溶液を数滴加えた水を入れた試験管Ｒを用意した。

[3] 電極Ｄ側のゴム栓をはずし，電極Ｄ付近の液体をスポイトでとって，試験管Ｒ

に少しずつ加えると，試験管Ｒの水溶液は黄色になった後にうすい青色になった。

[4]
○ｂ
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次の問いに答えなさい。（配点 18）

うすい塩酸と塩化銅水溶液を用いて，次の実験１，２を行った。

実験１ [1] 図１のように，うすい塩酸に電流を流すと，電極Ａ，Ｂの両方で気体が発生した。

[2] しばらくしてから電流を流すのをやめ，気体の量を調べたところ，
○a
電極Ａ側

と電極Ｂ側では，集まった気体の量が異なっていた。

[3] 電極Ａ側のゴム栓をはずし，マッチの火を近づけたところ，音を立てて燃えた。
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に少しずつ加えると，試験管Ｒの水溶液は黄色になった後にうすい青色になった。
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問１ 実験１について，次の ， に答えなさい。

 次の文の ① に当てはまる語句を書きなさい。また，②の｛ ｝に当てはまるも

のを，ア，イから選びなさい。

電極Ａで発生した気体は ① であることから，うすい塩酸から生じた ① イオ

ンは②｛ア 陽極 イ 陰極｝に向かって移動したことがわかる。

 下線部○a について説明した次の文の①の｛ ｝に当てはまるものを，ア，イから選び，

② に当てはまる語句を書きなさい。

電極Ａ，Ｂで発生した気体の量は同じであるが，集まった気体の量が①｛ア 電極Ａ

イ 電極Ｂ｝で少なかったのは，発生した気体が ② という性質をもつ

からである。

問２ 実験２について，次の ， に答えなさい。

 電極Ｃに付着した物質は何か。化学式を書きなさい。

 下線部○ｂについて塩化銅水溶液中のイオンの数の変化を表したグラフとして最も適当な

ものを，ア～カから選びなさい。

問３ 次の文は，実験１，２の結果から，試験管Ｒの水溶液の色について説明したものである。

説明が完成するように， ① ， ③ に当てはまる語句を書き，②の｛ ｝に当て

はまるものを，ア，イから選びなさい。ただし， ① に当てはまる語句は物質名とその

性質にふれて書きなさい。

実験１で，赤インクの色が消えた理由は ① からであり，ＢＴＢ溶液の

色が消えた理由も同じと考えられる。実験２では，試験管Ｒに電極Ｄ付近の液体を入れると，

ＢＴＢ溶液の色が黄色になったことから，試験管Ｒの水溶液は②｛ア 酸性 イ アルカリ性｝

になったことがわかる。これらのことから，黄色になった後の試験管Ｒの水溶液のうすい青

色は， ③ の色であると考えられる。
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問４ 下の資料は，北海道旗（道旗）の大きさの基準についてまとめたものです。次の問いに

答えなさい。

（資料）

○道旗の大きさの基準

道

章
の
直

径

北海道章（道章）

・道旗の縦と横の長さの比は，２：３である。

・道旗の中央にある道章の直径は，道旗の縦の長さの 倍である。

 道章の直径を a cmとするとき，道旗の縦の長さは何cmですか。 aを使った式で表しな

さい。

 面積が9000cm２である道旗の縦の長さは何cmですか。道旗の縦の長さを x cmとして方

程式をつくり，求めなさい。

５
－
７
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次の問いに答えなさい。（配点 18）

〔Ａ〕

電圧〔Ｖ〕

0
0

2 4 6

0.2

0.4

0.6

電熱線ｂ

電熱線ａ

とりかえた抵抗器の

抵抗の大きさ〔Ω〕

0
0

400 800 1200

0.2

0.4

0.6

〔Ａ〕

電熱線ａ，ｂを用いて，次の実験１～３を行った。

実験１ 図１のような回路をつくり，電熱線ａの両端に電圧を加え，電圧計の示す電圧と，

電流計の示す電流の大きさを調べた。次に，電熱線ａを電熱線ｂにかえ，同じように

実験を行った。図２は，このときの結果をグラフに表したものである。

実験２ 図３のように電熱線ａ，ｂをつないだ回路をつくり，電圧計の示す電圧と電流計の

示す電流の大きさを調べた。

実験３ 図３の電熱線ｂを抵抗の大きさがそれぞれ30Ω，100Ω，500Ω，1200Ω，1400Ωの

別の抵抗器にとりかえ，電熱線ａと抵抗器の両端に５Ｖの電圧を加え，とりかえた抵

抗器の抵抗の大きさと電流計を流れる電流の大きさとの関係を調べると，図４のよう

になった。

図３

電熱線ｂ

電熱線ａ

電源装置

電流計

＋－

－ ＋

電圧計

電熱線ａ

電源装置

電流計

＋－

－ ＋

電圧計

図１ 図２

図４

４

- 7 -

３ 次の問いに答えなさい。

問１ 下の図は，2020年の９月と12月のカレンダーです。2020年だけでなく，毎年，９月と

12月は，１日から30日までの曜日が同じです。このことを，次のように説明するとき，

ア ～ ウ に当てはまる整数を，それぞれ書きなさい。

(説明)

９月と12月の１日から30日までの曜日が同じであるためには，９月１日と12月１日

の曜日が同じであればよい。また，９月１日の n日後が，９月１日と同じ曜日と

なるのは， nが ア の倍数のときだけである。

９月１日の n日後が12月１日のとき，10月が31日まで，11月が30日まである

ことから，n＝ イ となり， イ ＝ ア × ウ と表せるので，

イ は ア の倍数であることがわかる。

よって，９月１日と12月１日の曜日が同じであり，30日までの曜日が同じとなる。

2020年９月

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

2020年12月

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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問１ 実験１について，次の ， に答えなさい。

 図５に，電気用図記号をかき加えて，図１の回路の

ようすを表す回路図を完成させなさい。

 図２のグラフから，電熱線ａ，ｂの電圧が同じとき，

ａの電流の大きさはｂの何倍か，書きなさい。

問２ 実験２について，次の ， に答えなさい。

 図３の回路について，電圧計の示す電圧と電流計の示す電流の大きさとの関係をグラフ

にかきなさい｡その際，横軸，縦軸には目盛りの間隔（１目盛りの大きさ）がわかるよう

に目盛りの数値を書き入れ，グラフの線は解答欄のグラフ用紙の端から端まで引くこと。

 図３の回路に次のア～エのように豆電球をつなぎ，電源の電圧を同じにして豆電球を点

灯させたとき，ア～エを豆電球の明るい順に並べて記号で書きなさい。

イア

エウ

問３ 実験３について，次の文の ① に当てはまる数値を書きなさい。また， ② に

当てはまる語句を書きなさい。

図４のグラフで，とりかえる抵抗器の抵抗を大きくしていくと，電流計を流れる電流

の大きさが一定になった理由は，電熱線ａを流れる電流は ① Ａであるのに対して，

② からと考えられる。

図５

Ｖ
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豆電球

電源装置

電熱線ａ

電熱線ｂ

豆電球
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電源装置

電熱線ａ

電熱線ｂ 電熱線ｂ

電熱線ａ

電源装置

豆電球
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問２ 下の資料は，2020年から2032年までの，１月１日の曜日とうるう年（２月29日がある年）

である年をまとめたものです。2021年から2100年までの間に，2020年と１年間のすべての

日の曜日が同じになる年を，すべて求めなさい。

（資料）

年 １月１日の曜日 うるう年（○）

2020 水 ○

2021 金

2022 土

2023 日

2024 月 ○

2025 水

2026 木

2027 金

2028 土 ○

2029 月

2030 火

2031 水

2032 木 ○
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次の問いに答えなさい。（配点 18）

問１ 図２について，次の ， に答えなさい。

 次の文の ① に当てはまる語句を書きなさい。また，②の｛ ｝に当てはまるも

のを，ア，イから選びなさい。

冬はシベリアに高気圧が発達し，日本付近では南北方向の ① の間隔が狭くなるこ

とから，オホーツク海上では，風が②｛ア 強く イ 弱く｝なると考えられる。

 図３は高気圧の風のようすを模式的に示したものである。

次の文の に当てはまる語句を，「密度」という語句

を使って書きなさい。

空気は冷えることによって，体積が

ため，下降気流が生じて気圧が上がり，地表では高気圧の中

心からふきだすように風がふく。

北海道の冬の天気の特徴について調べるため，次の実習を行った。

実習 気象衛星からとった12月のある日の雲の写真をインターネットで調べたところ，図１

のように日本海上にすじ状の雲が写っていた。また，この日の天気図は，図２のような

気圧配置になっていた。さらに，同じ日の北海道の日本海側のＡ市と太平洋側のＢ市の

気象台で観測された気象要素を調べた。表１はＡ市の結果を，表２はＢ市の結果をそ

れぞれ６時間ごとにまとめたものである。

1042

高

高高高

1036

10421060 低

960

962

低

２図１図

表１ Ａ市の観測結果 表２ Ｂ市の観測結果

５

図３

時
気温

〔℃〕

湿度

〔％〕
天気 風向 風力

２ －７ 90 雪 南西 ２

８ －７ 78 雪 南西 ２

14 －６ 93 雪 西 ３

20 －７ 94 雪 西南西 ４

Ａ市

Ｂ市

時
気温

〔℃〕

湿度

〔％〕
天気 風向 風力

２ －６ 46 晴 西 ３

８ －５ 42 晴 西 ２

14 －２ 35 晴 西 ３

20 －６ 58 晴 西北西 ２

1042

高

高高高

1036

10421060 低

960

962

低
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４ 下の図のように，２つの関数 ……①， y＝－ x２……② のグラフがあります。

①のグラフ上に点Ａがあり，点Ａの x座標を tとします。点Ａと y軸について対称な点をＢと

し，点Ａと x座標が等しい②のグラフ上の点をＣとします。また，②のグラフ上に点Ｄが

あり，点Ｄの x座標を負の数とします。点Ｏは原点とします。

ただし， t＞０とします。

次の問いに答えなさい。

問１ 四角形ＡＢＤＣが長方形となるとき，点Ｄの座標を， tを使って表しなさい。

問２ t＝４とします。点Ｃを通り，傾きが－３の直線の式を求めなさい。

１
y＝－x２

２

Ｃ

ＡＢ

Ｏ
x

y

②

①

Ｄ
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問２ 表１，２について，次の ～ に答えなさい。

 図４は，天気の記号を書く部分を○で示し，４方位を点線で表

したものである。Ｂ市の14時の天気，風向，風力を，解答欄の図

に天気記号で書きなさい。

 Ａ市とＢ市のように，日本海側では雪，太平洋側では晴れの天

気となることが多い。この理由を，「山脈」という語句を使い，

気圧配置にふれて書きなさい。

 次の文は，Ｂ市がＡ市に比べて湿度が低いことについて説明したものである。 ①

～ ③ に当てはまる数値を，表３を用いて，それぞれ書きなさい。ただし， ③

に当てはまる数値は，小数第２位を四捨五入し，小数第１位まで求めなさい。なお，空気

が移動する間は水蒸気の供給がなく，水蒸気から生じるものはすべて水滴とし，その水滴

は空気中からすべて失われるものとする。

Ａ市の２時の空気１ｍ３中にふくまれている水蒸気量は ① ｇである。この空気が

Ｂ市まで移動する間に－16℃まで下がると空気１ｍ３あたり ② ｇの水滴を生じ，そ

の後Ｂ市で－５℃まで上がると湿度は ③ ％となる。このことから，Ｂ市はＡ市に比

べ湿度が低いことがわかる。

表３

図４
北

気温

〔℃〕

飽和水蒸気量

〔g/m
３
〕

気温

〔℃〕

飽和水蒸気量

〔g/m
３
〕

気温

〔℃〕

飽和水蒸気量

〔g/m
３
〕

０ 4.9 －７ 3.0 －14 1.7

－１ 4.5 －８ 2.7 －15 1.6

－２ 4.2 －９ 2.5 －16 1.5

－３ 3.9 －10 2.4 －17 1.4

－４ 3.7 －11 2.2 －18 1.3

－５ 3.4 －12 2.0 －19 1.2

－６ 3.2 －13 1.9 －20 1.1

- 9 -

４ 下の図のように，２つの関数 ……①， y＝－ x２……② のグラフがあります。

①のグラフ上に点Ａがあり，点Ａの x座標を tとします。点Ａと y軸について対称な点をＢと

し，点Ａと x座標が等しい②のグラフ上の点をＣとします。また，②のグラフ上に点Ｄが

あり，点Ｄの x座標を負の数とします。点Ｏは原点とします。

ただし， t＞０とします。

次の問いに答えなさい。

問１ 四角形ＡＢＤＣが長方形となるとき，点Ｄの座標を， tを使って表しなさい。

問２ t＝４とします。点Ｃを通り，傾きが－３の直線の式を求めなさい。

１
y＝－x２

２

Ｃ

ＡＢ

Ｏ
x

y

②

①

Ｄ

- 9 -

４ 下の図のように，２つの関数 ……①， y＝－ x２……② のグラフがあります。

①のグラフ上に点Ａがあり，点Ａの x座標を tとします。点Ａと y軸について対称な点をＢと

し，点Ａと x座標が等しい②のグラフ上の点をＣとします。また，②のグラフ上に点Ｄが

あり，点Ｄの x座標を負の数とします。点Ｏは原点とします。

ただし， t＞０とします。

次の問いに答えなさい。

問１ 四角形ＡＢＤＣが長方形となるとき，点Ｄの座標を， tを使って表しなさい。

問２ t＝４とします。点Ｃを通り，傾きが－３の直線の式を求めなさい。

１
y＝－x２

２

Ｃ

ＡＢ

Ｏ
x

y

②

①

Ｄ

- 9 -

４ 下の図のように，２つの関数 ……①， y＝－ x２……② のグラフがあります。

①のグラフ上に点Ａがあり，点Ａの x座標を tとします。点Ａと y軸について対称な点をＢと

し，点Ａと x座標が等しい②のグラフ上の点をＣとします。また，②のグラフ上に点Ｄが

あり，点Ｄの x座標を負の数とします。点Ｏは原点とします。

ただし， t＞０とします。

次の問いに答えなさい。

問１ 四角形ＡＢＤＣが長方形となるとき，点Ｄの座標を， tを使って表しなさい。

問２ t＝４とします。点Ｃを通り，傾きが－３の直線の式を求めなさい。

１
y＝－x２

２

Ｃ

ＡＢ

Ｏ
x

y

②

①

Ｄ

- 10 -

問３ ２点Ｂ，Ｃを通る直線の傾きが－２となるとき，点Ａの座標を求めなさい。

- 10 -

問３ ２点Ｂ，Ｃを通る直線の傾きが－２となるとき，点Ａの座標を求めなさい。

- 10 -

問３ ２点Ｂ，Ｃを通る直線の傾きが－２となるとき，点Ａの座標を求めなさい。



問２  

グラフ イ

５ ⑰

理由

問題番号 正　　　　　答 配点
通し
番号 採点基準

問１

 ① 屈折 ２ ①

 ⑤ 音源

理
　
科

 ② 光沢 ２ ②

（正答例）
明るいところでは気
孔が開くから。

第
４
部

２ ⑤

 ④ 黒点 ２ ④
問題番号

 ③ 染色体 ２ ③

正
　
答
　
表

問１

 ① 水素 ② イ ３ ⑱
①のみ正解の場合は中
間点１点とする。

正　　　　　答 配点
通し
番号 採点基準

Ｃｕ ３ ⑳

エ ３  

４ ⑲ ⑦ 分離 ２ ⑦  
① イ

②
（正答例）
水に溶けやすい

 ⑥ 沸点 ２ ⑥

 ⑧ 惑星 ２ ⑧

完全解答

問２ 42（cm/s） ３ ⑨
 

問３ ① 電子 ②

問２
 

５  

問題番号 正　　　　　答 配点
通し
番号 採点基準

問１

問５ Ｆ

問４ ３ ⑪ 完全解答

イ ３ ⑩ 完全解答

問３

①

⑬ 完全解答 ① ア ② ア ３

ア

③

（正答例）
塩化銅水溶液

３ ⑫

②

（正答例）
塩素に漂白作用がある

 イ ３ ⑭

記号 名称Ｂ がく

問２
 

（正答例）
水が蒸発するのを防ぐ

３ ⑮

問題番号 正　　　　　答 配点
通し
番号 採点基準 問題番号

蒸発を防ぐことが書か
れていればよい。

 ① ウ ② 3.8 ４ ⑯
①のみ正解の場合は中
間点２点とする。

正　　　　　答 配点
通し
番号 採点基準

問１
 

（正答例）

３  

電源と抵抗の両方が適
切な位置に，電源は適
切な向きに，それぞれ
接続されていること。

３  完全解答

 

（正答例）
小さく密度が大きくなる

３  

空気が縮んで密度が大
きくなることが書かれ
ていればよい。

問１

 ① 等圧線 ② ア

 ３  

矢羽根の角度や長さが
適切にかかれていれば
よい。

問２

 

（正答例）

３  

 ２（倍） ３  

問２

１　横軸と縦軸の数値
　が１つ以上書かれて
　いること。

２　原点を通る直線で
　あること。

３　グラフの両端がグ
　ラフ用紙の端まで延
　長されていること。

４　グラフの「・」は
　なくてもよい。

エ → ア → イ → ウ

（正答例１）
西高東低の気圧配置により，
湿った空気が山脈で雪を降ら
せ，乾燥して太平洋側にふき
下りるため。

（正答例２）
北西の季節風が，山脈で雪を
降らせて，太平洋側に流れる
ため。

４  

西高東低または冬型の
気圧配置により，山脈
で雪が降ることのみ書
かれている場合は中間
点２点とする。

 
明るい　　　　　　暗い

４  

問３

① 0.5

５  

②

（正答例）
抵抗器を流れる電流がほとん
どなくなった

 

 

① 2.7

５  ② 1.2

③ 44.1

（注）１ ２ の問２の ， ，３ の問１の ，問３，４ の問３，５ の問２の ， 以外は，中間点を認めない。

２ その他正答表に示された事項以外のものについては，学校の判断による。

Ｖ

Ａ

１ ①の「漂白」は「脱色」

でもよい。

２ ①が正解の場合は中間点

２点とする。

３ ②が正解の場合は中間点

１点とする。

４ ③は「銅イオン」でもよ

い。

５ ③は①と②の両方が正解

の場合のみ正答とする。

１ ①のみ正解の場合は

中間点２点とする。

２ ①と②の両方が正解

の場合は中間点３点と

する。

〔Ａ〕

電圧〔Ｖ〕
0

0
2 4 6

0.2

0.4

0.6

0.8

１ ①のみ正解の場合は

中間点３点とする。

２ ②は抵抗器を流れる

電流がなくなったこと

が書かれていればよい。

１ グラフのみ正解の場

合は中間点２点とする。

２ 理由は明るさと気孔

の状態の関係が適切に

書かれていればよい。

北

1

2

3

4 5
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