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１　試験開始の合図があるまで、この冊子の中を見てはいけません。

２　問題は１から２まで、10ページにわたって印刷してあります。

３　計算が必要なときは、この問題用紙の余白を利用しなさい。

４　解答用紙には、受験番号と氏名を書きなさい。

５　解答はすべて解答用紙に書き、解答用紙を提出しなさい。
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１ 	 次の文は、理科室での生徒と先生の会話です。円周率を 3.14 としてあとの問いに答
えなさい。

　明　：	先生、夏休みに西日本に上陸した台風 10 号は、東京から離
はな

れたところを通ったの
に、風が強かったですね。

先　生：	そうですね、大型の台風でしたからね。
　明　：	これは（図１）、8月 15 日に気象庁のホー

ムページに出ていた台風 10 号のようすを
コピーしたものです。風速 25m以上の暴
風域（内側の太い円）の中心と台風の中心
（×印）がずれているのはなぜですか。

先　生：	それは、台風の進路の右側は風が強くなる
からですよ。

有　子：	どうして、進路の右側は風が強いのですか。
先　生：	黒板を見てください（図２）。Ｘ点が台風の中心だと

します。Ｙ点とＺ点はＸから同じ距
きょ

離
り

、離
はな

れていると
します。台風が動いていないときにＹ点は北向きに風
速 20mの風（空気が 1秒間に 20m進む）が吹

ふ

いてい
て、Ｚ点は南向きに風速 20mの風が吹いているとし
ます。台風が北向きに時速 20kmで動いているとき、
時速 20kmは秒速に直すと約（　ア　）mなので、地
面から見るとＹ点の風は風速（　イ　）m、Ｚ点の風
は風速（　ウ　）mになります。だから台風の進路の
右側は風が強くなるのです。

有　子：	台風の動く速さが影
えい

響
きょう

するのですね。
　明　：	どうして台風は反時計回りの渦

うず

をまくのですか。
先　生：	その渦はコリオリの力によって生じるのですが、難しいので他の方法で説明をして

みましょう。これが地球だとします（図３）。上が北極です。Ａに東京があるとし
ましょう。地球は自転していますから、ＡはＢを中心とした円の円周上を回転して
います。半径ＡＢの長さを約 5000kmとすれば、Ａは 24 時間かけてこの円周上を
1周するので、Ａの速さは時速約（　エ　）kmとなります。

図１（気象庁ホームページより）

Ｘ

図２

ＹＺ
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　明　：	そんなに速く動いているのですか。
有　子：	地面も人も同じ速さで動いているから感じないだけですよ。
先　生：	その通りです。飛行機に乗っている人が止まっているように感じるのと同じです。

次に東京から南に約 40km離れた千葉県の君
きみ

津
つ

をＣとしましょう。Ｃも自転とと
もに円周上を動いていますが、その円の半径はＡＢより 20km長いとします。Ｃ
もＡも一回転する時間は同じですので、Ｃの速さはＡの速さより時速（　オ　）km
だけ大きくなります。

　明　：	僕
ぼく

のおじいさんは埼玉県の越
こし

谷
がや

に住んでいるのですが、越谷は東京より北なので、
越谷の回転の速さは東京の回転の速さより小さいことになりますね。

先　生：	そうですね。越谷をＤ点としましょう。台風の中心が東京（Ａ点）にあったとしま
しょう。地球は西から東に回転しているので、Ａ（東京）、Ｃ（君津）、Ｄ（越谷）
が 1分間に進んだ距離を表すとこのようになります（図４）。

先　生：	次に、台風の中心が東京（Ａ点）にあったとしましょう。Ａから見て、Ｃの空気は
東に動いていき、Ｄの空気は西に動いていきます。ある瞬

しゅん

間
かん

にＣからＡに向かって
風が吹き出たとします。1分後にこのようになります（図５）。Ｃから見てＡは常
に北に見えるので、その風は東にそれていきます（図６）。

Ａ
ＣＢ

図３

北極

Ｄ（越谷）

Ａ（東京）

Ｃ（君津）
図４

Ａ（東京）

Ｃ（君津）

Ａ
北

風が進む方向

Ｃ
図５ 図６
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有　子：	動いている場所から風を出すと、動いている場所の速さが影響するのですね。　
先　生：	その通りです。同じようにＤからＡに向かって風が吹き出たとき、その風は（　カ　）。

Ｃ、Ｄから出た風が台風の中心に向かって吸い込まれると、（キ）このような動きに
なります。台風が渦をまく理由がわかりましたか。

　明　：	なんとなくわかりました。
有　子：	南半球では北側のほうが回転の速さが大きいので、（　ク　）。
先　生：	その通りです。
　明　：	先生、台風は日本に近づくと東よりに進路を変えますが、なぜですか。
先　生：	日本付近では偏

へん

西
せい

風
ふう

という西から東に吹く風が吹いていて、台風が偏西風の影響を
受けるからです。

　明　：	偏西風はどうしてできるのですか。
先　生：	黒板を見てください（図７）。赤道付近では空気が暖められ、体積が大きくなって

軽くなります。軽くなった空気は上
じょう

昇
しょう

します。上昇した空気は北
ほく

緯
い

30 度付近で地
面に向かって下降して、地面にぶつかってから一部は赤道方向に進み、残りは北に
進みます。北へ進んだ空気は北緯 60 度付近でまた上昇して上空で南向きと北向き
に分かれます。南向きに進んだ空気は北緯 30 度付近でまた下降します。北向きに
進んだ空気は北極付近で下降してきます。南半球でも同様な空気の流れができてい
ます。

先　生：	地面の近くで北緯 30 度付近から北緯 60 度付近へ向かう風は、図６と同じように東
にそれます。これが原因となり偏西風ができます。

　明　：	なるほど、偏西風も地球の自転によって生まれるのですね。
有　子：	ということは、赤道から北緯 30 度の間の地面の近くでは（　ケ　）いることにな

りますね。
先　生：	その通りです。その風を貿易風といいます。船で荷物を運ぶときに利用したのです

ね。昔の船は風の力で動いていましたからね。さて、北緯 60 度と北極の間の地面
の近くでは、どのような風が吹いているかわかりますか。

図７

北極

南極

北緯 60 度

南緯 60 度

北緯 30 度

南緯 30 度

赤道
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　明　：	そうですね、同じように考えると、（　コ　）います。
先　生：	その通りです。
有　子：	南半球の南

なん

緯
い

30 度と赤道の間の地面の近くでは、（　サ　）いることになりますね。
先　生：	その通りです。地面の近くの風の動きをまとめると、（シ）このようになります。

（１）	 文中の（　ア　）～（　ウ　）にあてはまる数字を、小数点第 1位を四捨五入して整
数で答えなさい。

（２）	 文中の（　エ　）にあてはまるものを、次のＡ～Ｄから 1つ選び、記号で答えなさい。

Ａ　200　　　Ｂ　360　　　Ｃ　650　　　Ｄ　1300

（３）	 文中の（　オ　）にあてはまるものを、次のＡ～Ｄから 1つ選び、記号で答えなさい。

Ａ　0.8　　　Ｂ　1.4　　　Ｃ　2.6　　　Ｄ　5.2

（４）	 文中の（　カ　）にあてはまるものを、次のＡ～Ｃから 1つ選び、記号で答えなさい。

Ａ　東にそれます　　　Ｂ　西にそれます　　　Ｃ　真南に進みます

（５）	 下線部（キ）の図として、ふさわしいものを、次の①～④から 1つ選び、記号で答え
なさい。

（６）	 文中の（　ク　）にあてはまるものを、次のＡ～Ｃから 1つ選び、記号で答えなさい。

Ａ　南半球の熱帯低気圧も、反時計回りの渦ができるのですね
Ｂ　南半球の熱帯低気圧は、時計回りの渦ができるのですね
Ｃ　南半球の熱帯低気圧は、渦ができないのですね

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｄ

Ｃ

① ② ③ ④
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（７）	 文中の（　ケ　）～（　サ　）にあてはまるものを、次のＡ～Ｄからそれぞれ 1つず
つ選び、記号で答えなさい。ただし、同じ記号を何度用いてもよい。

Ａ　東から西へ風が吹いて　　　　　　Ｂ　西から東へ風が吹いて
Ｃ　真北へ直線的に風が吹いて　　　　Ｄ　真南へ直線的に風が吹いて

（８）	 下線部（シ）にあてはまる図として、ふさわしいものを次の①～④から 1つ選び、記
号で答えなさい。

（９）	 台風が渦をまく仕組みと同じ仕組みでできるものを、次のＡ～Ｃから 1つ選び、記号
で答えなさい。

Ａ	 洗面器に水をためて、水の中に入れた手を反時計回りに回転させると渦ができる
Ｂ	 風

ふ

呂
ろ

の栓
せん

をぬいてからしばらくすると、排
はい

水
すい

口
こう

付近に反時計回りの渦ができる
Ｃ	 鳴

なる

門
と

海
かい

峡
きょう

では、反時計回りの渦と時計回りの渦の両方ができる

北極
①

北極
②

北極
③

北極
④
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問題の続きは次のページにあります。
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２ 	 次の文は、理科室での生徒と先生の会話です。あとの問いに答えなさい。

明　子：	右の図のようにして、石灰石（主成分は炭酸カル
シウム）にうすい塩酸を加えて気体を発生させた
ところ、10 分後に発生が止まりました。

先　生：	このときに発生した気体は何であると考えられま
すか。

明　子：	（　①　）だと思います。
先　生：	その通りです。では、発生する気体の勢いは 1分

後と 5分後とでは、どちらがはげしいと考えられ
ますか。

明　子：	（　②　）だと思います。
	 私が 11 分後に三角フラスコの中を観察したところ、石灰石のかけらが残っていま

した。ということは、三角フラスコの中は（　③　）。
先　生：	よくわかりましたね。
	 三角フラスコに入れる石灰石の量を一定にして、加える塩酸の量を変えて、泡が出

なくなるまで気体を発生させます。図１は、発生した（　①　）の量が、加えた塩
酸の量でどう変わったかを示しています。

（１）	 文章中の（　①　）にあてはまる言葉を答えなさい。

（２）	 文章中の（　②　）にあてはまる言葉を、次のア～ウから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　1分後　　　イ　5分後　　　ウ　どちらも同じ

うすい塩酸

この先で
気体を集める

石灰石

三角フラスコ

発
生
し
た

（

　①

　）の
量

加えた塩酸の量

図１

0
0

Ａ

Ｂ

Ｘ

Ｃ 残
って
い
る

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
の
量

加えた塩酸の量

図２

0
0

ウ

ア

Ｘ
イ

残
って
い
る

塩
酸
の
量

加えた塩酸の量

図３

0
0

オ

エ

Ｘ
カ
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（３）	 文章中の（　③　）にあてはまる文を、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア　炭酸カルシウムも塩酸もありません
イ　炭酸カルシウムはありますが、塩酸はほとんどありません
ウ　塩酸はありますが、炭酸カルシウムはほとんどありません
エ　炭酸カルシウムも塩酸もあります

（４）	 図１のＢ－Ｃ間の説明として正しいものを次のア～ウから 1つ選び、記号で答えな	
さい。

ア　塩酸の量がふえるにつれて、発生した（　①　）の量もふえる
イ　塩酸の量がふえるにつれて、発生した（　①　）の量がへる
ウ　塩酸の量がふえても、発生した（　①　）の量は変わらない

（５）	 加えた塩酸の量と、残っている炭酸カルシウムの量の関係を表しているものを、図２
のア～ウの中から 1つ選び、記号で答えなさい。ただし、図１の点Ｘが図２の点Ｘに
対応しています。

（６）	 加えた塩酸の量と、残っている塩酸の量の関係を表しているものを、図３のエ～カよ
り 1つ選び、記号で答えなさい。ただし、図１の点Ｘが図３の点Ｘに対応しています。

先　生：気体を発生させる実験には、石灰石と塩酸のように 2種類の物質を反応させて発生
させることもあれば、1種類の物質を分解して気体を発生させることもあります。
そのときに、分解を助けるはたらきをする物質を加えることがあります。

（７）	 二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加えると、酸素が発生します。加える過酸化
水素水の量と発生する酸素の量の関係は、図４のグラフのキ～ケのうち、どのように
なりますか。記号で答えなさい。

キ
ク

ケ

発
生
す
る

酸
素
の
量

加える過酸化水素水の量

図４

0
0 10 〔cm3〕
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先　生：	このように化学反応を助けるはたらきは、ヒトのからだの中でも行われています。
よくつぶしたご飯つぶを入れた試験管を、5℃、40℃、95℃の水に入れたものを 2本
ずつ用意し、それぞれ 1本ずつに水かだ液を入れて 20 分置きました。その後、ヨ
ウ素液を加えて色の変化を見ました。表はヨウ素液の色の変化の結果です。

試験管の番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

色の変化 あり あり なし あり あり あり

（８）	 ③の色が変化しなかった理由として正しいものを、次のア～エから 1つ選び、記号で
答えなさい。

ア　でんぷんが分解されて、アミノ酸になったから
イ　タンパク質が分解されて、ブドウ糖になったから
ウ　でんぷんが分解されて、麦芽糖になったから
エ　タンパク質が分解されて、アミノ酸になったから

（９）	 だ液に含
ふく

まれるものが、ご飯つぶに含まれている養分の分解に必要であることは、ど
の試験管の結果を比べればわかりますか。図の①～⑥の中から 2つ選び、記号で答え
なさい。

（10）	 だ液のように、養分を消化する液に含まれ、養分を分解するはたらきをもつものを何
といいますか。

ご
は
ん
・
だ
液

ご
は
ん
・
水

①

5℃

②

ご
は
ん
・
だ
液

ご
は
ん
・
水

③

40℃

④

ご
は
ん
・
だ
液

ご
は
ん
・
水

⑤

95℃

⑥
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（11）	 だ液に含まれる（10）は何ですか。次のア～エから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　トリプシン　　　イ　ペプシン　　　ウ　アミラーゼ　　　エ　マルターゼ

（12）	 ヨウ素液を加える前の試験管①と⑤を 40℃の水に入れて 10 分間置き、ヨウ素液を加
えると、①はヨウ素液の色が変化せず、⑤は色が変化しました。このことからわかる
（11）の物質の性質を簡単に説明しなさい。
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