
令和５年度 岡山学芸館清秀中学校 Ａ日程 入学試験問題 (理科) 

清秀 Ａ日程 理科 問題① 

大地の変化について，次の問いに答えなさい。 

 

［１］ ある地域のがけに見られる地層を観察し，その結果を図１のようにま

とめました。これについて，次の問いに答えなさい。ただし，この地域

の地層は，上下が逆転していないことがわかっています。 

 

問１ 図１の地層に見られるＸ－Ｙは，大きな力がはたらいたために地層が切

れて，ずれた面を表しています。Ｘ－Ｙのような地層のずれを何といいま

すか。 

 

問２ れき，砂，どろのつぶは，何のちがいによって区別されていますか。次

の(ア)～(エ)から１つ選び，記号で答えなさい。 

(ア) つぶの丸み   (イ) つぶの大きさ   (ウ) つぶの色   (エ) つぶのかたさ 

 

問３ Ｂの火山灰の層について正しく説明しているものを，次の(ア)～(エ)から１つ選び，記号で答えなさい。 

(ア) ねばりけがあって，水を通しにくい。 

(イ) アサリやサンゴなどの化石が見つかることが多い。 

(ウ) そう眼実体けんび鏡で観察すると，角ばったつぶが見られる。 

(エ) 長い年月が過ぎても，岩石にはならない。 

 

問４ Ｂの火山灰の層があることから，この地域ではどのようなことが起こったと考えられますか。簡単に書きなさい。 

 

問５ Ｄ，Ｅ，Ｆの層は，いずれも海でたい積したことがわかっています。Ｄ，Ｅ，Ｆの層がたい積している間に，海の深さはどのように変

化したと考えられますか。次の(ア)～(エ)から１つ選び，記号で答えなさい。 

(ア) だんだん浅くなっていった。 

(イ) だんだん深くなっていった。 

(ウ) 少し浅くなってから，前よりも深くなった。 

(エ) 少し深くなってから，前よりも浅くなった。 

 

問６ 次の①～④は，Ａ～Ｆの層ができる間に起こったことをまとめたものです。①～④を起こった順に並べたものを，あとの(ア)～(カ)から

１つ選び，記号で答えなさい。 

① Ａ，Ｂ，Ｃの層がたい積した。 

② Ｄ，Ｅ，Ｆの層がたい積した。 

③ Ｃの層とＤの層の間の面がでこぼこになった。 

④ Ｘ―Ｙのずれができた。 

(ア) ①→②→③→④ 

(イ) ①→②→④→③ 

(ウ) ②→①→③→④ 

(エ) ②→③→①→④ 

(オ) ②→④→①→③ 

(カ) ②→④→③→① 

１ 



 

清秀 Ａ日程 理科 問題② 

［２］ 地
じ

震
しん

について説明した次の文を読み，あとの問いに答えなさい。 

地震は，地下の岩ばんに大きな力がはたらき，その力にたえられなくなった岩ばんがはかいされることによって起こるゆれで，地

震が起こった地下の場所を震源といいます。地震が起こると，震源では速さのちがう２種類の波が同時に発生して，それぞれの波が

あらゆる向きに伝わっていき，各地にゆれをもたらします。図２は，地震計で記録したゆれのようすを表したもので，速く伝わる波(Ｐ

波)が到着するとはじめの小さなゆれが始まり，続いておそく伝わる波(Ｓ波)が到着すると，大きなゆれが始まります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３は，ある地震の震源からのきょりとＰ波，Ｓ波の到着時刻との関係を表したものです。また，図４は，図３の地震のゆれを地点Ａ，

Ｂの地震計で記録したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 図３の地震の発生時刻は，10 時何分何秒ですか。 

 

問８ 図３の地震で，震源からのきょりが 150km の地点では，Ｐ波が到着してからＳ波が到着するまでに何秒かかりましたか。 

 

問９ 図３の地震のＰ波が伝わる速さは，毎秒何 km ですか。 

 

問 10 地点Ａ，Ｂのうち，どちらのほうが震源からのきょりが近いですか。１つ選び，記号で答えなさい。また，そのように考えた理由を簡

単に書きなさい。 

 

 

地震による被
ひ

害
がい

を減らすために，緊
きん

急
きゅう

地
じ

震
しん

速
そく

報
ほう

が発信されることがあります。緊急地震速報は大きな地震が起こったことをすばやく知らせ

るためのもので，図５のように，震源に近い地点の地震計で観測したＰ波のデータをもとに，気象庁が大きなゆれが伝わると予想した地域に

対して発信され，テレビや携
けい

帯
たい

電
でん

話
わ

などで受信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 地震などの災害によって予想される被害の範囲や程度，ひなん場所などをかきこんだ地図を何といいますか。 

 

問 12 ある地震が発生したとき，震源から 40km の地点にある地震計がＰ波を観測し，その５秒後に緊急地震速報が各地で同時に受信されま

した。このとき，震源から 100km はなれた地点では，緊急地震速報を受信してからＳ波が到着して大きなゆれが始まるまでの時間は何

秒ですか。ただし，この地震のＰ波が伝わる速さは毎秒８km，Ｓ波が伝わる速さは毎秒４km とします。 



 

清秀 Ａ日程 理科 問題③ 

生物の特ちょうや生物どうしのつながりについて，次の問いに答えなさい。 

 

［１］ 図１は，モンシロチョウがたまごから成虫になるまでのようすの一部を表したものです。これについて，あとの問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

問１ モンシロチョウの成虫には，はねが何枚ありますか。 

 

問２ 図２は，モンシロチョウの成虫のからだのはねとあし以外の部分を簡単に表したものです。解答用紙の図に，モ

ンシロチョウのあしを簡単にかき加えなさい。 

 

問３ 春のはじめに，キャベツ畑にモンシロチョウの成虫がたくさん見られました。モンシロチョウの成虫がキャベツ

畑にいた理由を簡単に書きなさい。 

 

問４ 図１のＡ～Ｄを，モンシロチョウがたまごから育つ順に並べかえて，記号で答えなさい。 

 

問５ モンシロチョウの育ち方は完全変態とよばれます。一方，オオカマキリの育ち方は不完全変態とよばれます。オオカマキリの育ち方は，

どのようなことがないために不完全変態とよばれていますか。簡単に書きなさい。 

 

問６ 次の文は，あるこん虫の育ち方や特ちょうをまとめたものです。このような育ち方や特ちょうがあるこん虫を，あとの(ア)～(オ)から１

つ選び，記号で答えなさい。 

木のみきに卵をうみ，幼虫は土の中で根から木のしるを吸って，５～７年間かけて育つ。成虫のおすには鳴くための器官がある。 

(ア) スズメバチ   (イ) カブトムシ   (ウ) トノサマバッタ   (エ) アブラゼミ   (オ) アシダカグモ 

２ 



 

清秀 Ａ日程 理科 問題④ 

［２］ 図３は，ある地域にすむ生物どうしの食べ物によるつながりと，それらの生き物が空気中の気体Ｘ，Ｙを出し入れするようすを表し

たもので，  は「食べられるもの   食べるもの」の関係を，  は気体Ｘ，Ｙの移動の向きを表しています。これについて，あと

の問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 図３の生物Ａ，Ｂ，Ｃは，それぞれ草食動物，肉食動物，植物のいずれかを表しています。草食動物は生物Ａ～Ｃのうちのどれですか。

１つ選び，記号で答えなさい。 

 

問８ 図３の   で表されるような，生物どうしの「食べる・食べられる」という関係を何といいますか。 

 

問９ 図３の気体Ｘ，Ｙの組み合わせ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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 生物Ａに光が当たってあるものをつくるとき，生物Ａは気体Ｘをとり入れ，気体Ｙを出します。生物Ａが気体Ｘをとり入れ，気体Ｙを

出すとき，生物Ａによってつくられるものは何ですか。 

 

問 11 この地域にすむ生物Ａ，Ｂ，Ｃの数量のつり合いがとれた状態のとき，それぞれの生物の数量を長方形の面積で表した図として最も適

切なものを，次の(ア)～(オ)から１つ選び，記号で答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

問 12 この地域で，生物Ａの数量が減ると，その直後には生物Ｂの数量はどうなりますか。次の(ア)～(ウ)から１つ選び，記号で答えなさい。

また，そのように考えた理由を簡単に書きなさい。 

(ア) 減る 

(イ) 増える 

(ウ) 変わらない 

 

 気体Ｘ 気体Ｙ 

(ア) 酸素 ちっ素 

(イ) 酸素 二酸化炭素 

(ウ) ちっ素 酸素 

(エ) ちっ素 二酸化炭素 

(オ) 二酸化炭素 酸素 

(カ) 二酸化炭素 ちっ素 



 

清秀 Ａ日程 理科 問題⑤ 

図は，同じ豆電球５個と同じかん電池２個，スイッチ①～③をつないだ回路です。図

の回路を使って，次の実験を行いました。これについて，あとの問いに答えなさい。 

 

【実験１】 スイッチ②はつながずに，スイッチ①をａに，スイッチ③をａにつないだと

ころ，３個の豆電球の明かりがついた。このとき，図の回路の点Ｘの部分を流

れる電流の大きさを電流計を使ってはかったところ，電流計は 100mA を示し

た。 

 

問１ 電流計には３つのマイナスたんしがあります。はかろうとする電流の大きさが予想

できないとき，最初につなぐマイナスたんしはどれですか。最も適切なものを，次の

(ア)～(ウ)から１つ選び，記号で答えなさい。 

(ア) 50mA   (イ) 500mA   (ウ) ５Ａ 

 

問２ 実験１で，明かりがついたのはどの豆電球ですか。Ａ～Ｅから３つ選び，記号で答えなさい。 

 

問３ 実験１で，明かりがついた３個の豆電球に流れる電流の大きさは，それぞれどのようになっていると考えられますか。最も適切なもの

を，次の(ア)～(オ)から１つ選び，記号で答えなさい。 

(ア) １個は 100mA，１個は 200mA，１個は 300mA の電流が流れる。 

(イ) １個は 100mA，あとの２個は 50mA の電流が流れる。 

(ウ) １個は 50mA，あとの２個は 100mA の電流が流れる。 

(エ) １個は 50mA，あとの２個は 25mA の電流が流れる。 

(オ) ３個とも 100mA の電流が流れる。 

 

問４ 実験１で，スイッチ①，②はそのままにして，スイッチ③だけをｂにつなぎかえました。このとき，３個の豆電球の明るさは，それぞ

れ実験１のときと比べてどのようになりますか。簡単に書きなさい。 

 

 

【実験２】 スイッチ①をａに，スイッチ②をａに，スイッチ③をａにつないだところ，豆電球Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅに明かりがついた。 

 

問５ 実験２で，明かりがついた豆電球Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅのうち，明るさが同じになった豆電球の組み合わせはどれですか。次の(ア)～(カ)から

２つ選び，記号で答えなさい。 

(ア) 豆電球Ｂと豆電球Ｃ   (イ) 豆電球Ｂと豆電球Ｄ   (ウ) 豆電球Ｂと豆電球Ｅ 

(エ) 豆電球Ｃと豆電球Ｄ   (オ) 豆電球Ｃと豆電球Ｅ   (カ) 豆電球Ｄと豆電球Ｅ 

 

 

【実験３】 スイッチ①をｂに，スイッチ②をａに，スイッチ③をａにつないだ。 

 

問６ 実験３で，豆電球Ｅに流れる電流の大きさは何 mA ですか。 

 

３ 



 

清秀 Ａ日程 理科 問題⑥ 

もののとけ方について調べるために，次のような実験を行いました。表は，いろいろな温度の水 100ｇにとける食塩，ホウ酸，ミョウバ

ンの重さを示したものです。これについて，あとの問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

【実験１】 ３つの同じ重さのビーカーＡ～Ｃを用意し，それぞれに 20℃の水 100ｇを入れ，ビーカーＡには食塩を 30ｇ，ビーカーＢには

ホウ酸を 30ｇ，ビーカーＣにはミョウバンを 30ｇ加えてよくかき混ぜた。その結果，ビーカーＡではすべてとけたが，ビーカー

Ｂ，Ｃではとけ残りがあった。 

 

問１ 実験１で，物質をとかしたあとのビーカーＡ，Ｂについて，中身をふくめたビーカー全体の重さを比べるとどちらが重いですか。次の(ア)

～(ウ)から１つ選び，記号で答えなさい。 

(ア) ビーカーＡのほうが重い。 

(イ) ビーカーＢのほうが重い。 

(ウ) ビーカーＡとビーカーＢの重さは同じである。 

 

問２ 実験１で，ビーカーＢのとけ残ったホウ酸の重さは何ｇですか。 

 

問３ 実験１で，ビーカーＣのとけ残ったミョウバンをすべてとかすためにはどうすればよいですか。次の(ア)～(オ)から２つ選び，記号で答

えなさい。 

(ア) 水よう液が０℃になるまで冷やす。 

(イ) 水よう液が 40℃になるまで加熱する。 

(ウ) 水よう液が 60℃になるまで加熱する。 

(エ) 20℃の水を 100ｇ加える。 

(オ) 20℃の水を 180ｇ加える。 

 

 

【実験２】 80℃の水 100ｇを入れたビーカーＤ～Ｆを用意し，ビーカーＤには食塩を，ビーカーＥにはホウ酸を，ビーカーＦにはミョウバ

ンを，それぞれとけるだけとかした。次に，ビーカーＤ～Ｆの水よう液を 40℃までゆっくりと冷やしたところ，どのビーカーにも

白いつぶが見られた。 

 

問４ 水よう液のこさは，とけているものの重さが水よう液全体の重さの何％にあたるかという割合で考えます。実験２で，ビーカーＤにで

きた 80℃の水よう液のこさは何％ですか。小数第２位を四捨五入して小数第１位まで求めなさい。 

 

問５ 実験２で，40℃まで冷やしたときに見られた白いつぶの重さが最も大きいものはどれですか。ビーカーＤ～Ｆから１つ選び，記号で答

えなさい。また，そのビーカーの中の白いつぶの重さは何ｇですか。 

 

問６ 実験２のあと，40℃まで冷やしたビーカーＤ～Ｆの水よう液と白いつぶを，すべてビーカーＸに入れてよくかき混ぜました。このとき

のビーカーＸの水よう液のようすを説明したものとして最も適切なものを，次の(ア)～(ク)から１つ選び，記号で答えなさい。ただし，食

塩，ホウ酸，ミョウバンを同じ水にとかしても，それぞれのものが 100ｇの水にとける重さは変わらないものとします。 

(ア) 白いつぶは見られない。 

(イ) 食塩の白いつぶだけが見られる。 

(ウ) ホウ酸の白いつぶだけが見られる。 

(エ) ミョウバンの白いつぶだけが見られる。 

(オ) 食塩とホウ酸とミョウバンが混ざった白いつぶが見られる。 

(カ) 食塩とホウ酸が混ざった白いつぶが見られる。 

(キ) 食塩とミョウバンが混ざった白いつぶが見られる。 

(ク) ホウ酸とミョウバンが混ざった白いつぶが見られる。 

４ 

水の温度〔℃〕 ０ 20 40 60 80 

食塩〔ｇ〕 35.6 35.8 36.3 37.1 38.0 

ホウ酸〔ｇ〕 2.8 4.9 8.9 14.9 23.6 

ミョウバン〔ｇ〕 5.7 11.4 23.8 57.4 321.0 

 


