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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３まで、14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。あとの問いに答えなさい。

嘉
よし

　明
あき

：先生、『チコちゃんに叱られる』という番組で、チコちゃんが「なぜ、タイは赤
い？」と質問したところ、答えは「一番目立たない色だから」でした。赤い色は目
立つ色なのに、なぜ一番目立たない色なのですか。

先　生：私たちが暮らしている地上では赤い色は目立ちますが、タイは水深 50mくらいの
場所で生きています。赤い光は水深 50mまで届かないので、タイが生きている場
所では、赤い色が目立たなくなるのです。

嘉　明：なぜ、赤い光が届かないと、赤い色が目立たなくなるのですか。
先　生：それを説明するには、まず、光について説明しなければなりません。太陽の光は白

く見えますが、実はたくさんの種類の光が混ざって白く見えているのです。その色
は大まかに分けて、赤色、オレンジ色、黄色、緑色、青色、藍

あい

色、紫
むらさき

色です。
嘉　明：先生、それは虹

にじ

の 7 色ですね。
先　生：そうです。太陽の光の中には、本当はもっとたくさんの種類の色があります。
有
ゆ

理
り

佳
か

：黄色と緑の間が、黄緑色ということですか。
先　生：そうです。太陽の光の中にはたくさんの種類の色がありますが、大まかに分けて 7

色としましょう。その 7色が全部混ざると、人間は白い光と感じます。
嘉　明：蛍

けい

光
こう

灯
とう

の白い光も 7色が混ざっているのですか。
先　生：そうです。基本的には白い光は 7色が全部混ざっていると考えていいでしょう。
	 それでは、問題です。黒板に書いた赤いチョークの色は、なぜ赤く見えるのでしょ

うか。
嘉　明：赤い光を生み出しているからだと思います。
先　生：（　ア　）のように赤い光だけを生み出すものもありますが、赤いチョークは赤い

光を生み出してはいません。
有理佳：赤い光だけを反射しているからだと思います。
先　生：その通りです。7色のうち赤い光だけを反射しているから、人間の目には赤い光が

入ってきて、赤い色だと感じるのです。
嘉　明：ということは、赤いチョークは赤以外の光を吸収していることになりますね。
先　生：その通りです。全部の色を吸収したら、どうなると思いますか。
有理佳：反射する色がなくなるので、黒く見えると思います。
先　生：その通りです。話を元に戻

もど

しましょう。水深 50mくらいの海の中では、赤い光が
届かないので、タイの赤い色が敵には見えなくなる理由がわかりましたね。もし、
タイが青い色をしていたら、青い光は水深 50mまで届くので、タイは敵から見え
てしまいます。

有理佳：だから、（　イ　）も赤い色をしているのですね。
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嘉　明：BTB液は酸性・中性・アルカリ性で色が変わりますが、液の性質によって反射す
る色を変えているのですか。

先　生：そうですね、BTB液は酸性のとき黄色になり、アルカリ性のとき（　ウ　）になり、
中性のときは（　エ　）になります。黄色に見えているときは、黄色い光だけを反
射しているとは限らないのです。人間の目の中には、3種類の光を受けとる細

さい

胞
ぼう

が
あります。主に青色に刺

し

激
げき

される細胞Ｘ、主に緑色に刺激される細胞Ｙ、主に赤色
に刺激される細胞Ｚがあります。それぞれの細胞が色に対してどのように刺激され
るかを表したものがこれです（図１）。

図１

先　生：赤色の光だけが目に入ってきたとき、Ｚの細胞だけが刺激されて、人間は赤色だと
感じます。ところが、人間が黄色だと感じる場合は 2通りあります。黄色の光だけ
が目に入ってきたとき、Ｙの細胞とＺの細胞が 2：1の割合で刺激されて、人間は
黄色だと感じます。また、強さを調節して緑色の光と赤色の光を混ぜて、Ｙの細胞
とＺの細胞を 2：1の割合で刺激した場合も、人間は黄色だと感じます。

　　　　青・緑・赤を光の三原色といいます。この三色を混ぜ合わせることで、人間はいろ
いろな色を感じることができます。これは、カラーテレビに応用されています。

嘉　明：BTB液が黄色のときは、黄色の光だけを反射しているとはかぎらないのですね。
有理佳：石灰水に二酸化炭素を入れると白くにごりますが、これはすべての色の光を反射す

るようになるからですか。
先　生：そうですね、石灰水や二酸化炭素はつぶが小さすぎて光を反射できないので、透明

です。石灰水に二酸化炭素を入れたとき、目に見えない小さなつぶが集まって少し
大きなつぶになります。その少し大きなつぶがすべての色の光を反射するから、白
く見えるのです。

紫藍 青

1

緑 黄 オレンジ 赤

Ｘ（青）

Ｙ（緑）

Ｚ（赤）

相
対
感
度
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（１）	 文中の（　ア　）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　赤色ＬＥＤ　　　Ｂ　赤いバラの花　　　Ｃ　赤インク　　　Ｄ　夕焼け雲

（２）	 文中の（　イ　）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　水深 10mより浅いところで生きているイセエビ
Ｂ　水深 50mより深いところで生きているズワイガニ
Ｃ　一番人気の高いバラの花
Ｄ　サッカーで退場を意味するレッドカード

（３）	 文中の（　ウ　）、（　エ　）にあてはまるものを、次のＡ～Ｆからそれぞれ 1つずつ
選び、記号で答えなさい。

Ａ　赤色　　　Ｂ　オレンジ色　　　Ｃ　黄色
Ｄ　緑色　　　Ｅ　青色　　　　　　Ｆ　紫

むらさき

色

（４）	 水深 50mくらいの場所で、タイの赤い色が目立たなくなる理由は何ですか。本文を
読んでわかる範

はん

囲
い

から、もっとも適しているものを次のＡ～Ｄから 1つ選び、記号で
答えなさい。

Ａ　水深 50mくらいの場所では、光が全く届かなくなるから
Ｂ　水深が深くなると、タイの赤い色のもとが消えるから
Ｃ　赤い光が届かなくなり、赤い光を反射できないから
Ｄ　水の中では、タイの体が赤い光を吸収するから

（５）	 緑色の光と赤色の光を混ぜて、Ｙの細胞とＺの細胞を 1：2の割合で刺激した場合、
人間は何色だと感じますか。図１を参考にして考えなさい。答えは次のＡ～Ｄから	
1 つ選び、記号で答えなさい。

Ａ　白色　　　Ｂ　黒色　　　Ｃ　黄色　　　Ｄ　オレンジ色
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（６）	 光の三原色（赤色・緑色・青色）の光を同じ割合で混ぜたら、人間は何色と感じると
考えられますか。次のＡ～Ｄから 1つ選び、記号で答えなさい。

Ａ　黄色　　　Ｂ　青色　　　Ｃ　白色　　　Ｄ　黒色

（７）	 赤色の光だけを反射するペンキに、青色の光を当てると、何色に見えますか。正しい
ものを次のＡ～Ｄから 1つ選び、記号で答えなさい。

Ａ　黒色　　　Ｂ　赤色　　　Ｃ　青色　　　Ｄ　白色

（８）	 赤く見えるものを、次のＡ～Ｄからすべて選び、記号で答えなさい。

Ａ　赤い紙に、白色の光を当てる
Ｂ　赤い紙に、赤色の光を当てる
Ｃ　白い紙に、赤色の光を当てる
Ｄ　黒い紙に、赤色の光を当てる

（９）	 白い紙の上に赤ペンで字を書きました。その上に赤いシートをのせると字が見えなく
なります。この理由としてもっとも適しているものを、次のＡ～Ｃから 1つ選び、記
号で答えなさい。

Ａ　赤いシートは赤色の光だけを吸収するので、全体が赤くなるから
Ｂ　赤いシートは赤色以外の光を吸収するので、全体が黒くなるから
Ｃ　赤いシートが赤色の光だけを通すから、全体が赤くなるから

（10）	 石灰水が白くにごるように、目に見えない小さなつぶが集まって少し大きなつぶにな
り、すべての色の光を反射して白く見えるものはどれですか。次のＡ～Ｄから 1つ選
び、記号で答えなさい。

Ａ　水に牛乳を混ぜると、白くにごる
Ｂ　しょうゆをこぼした白いタオルを洗たくすると、白くなる
Ｃ　木の板に白いペンキをぬると、白くなる
Ｄ　熱い水蒸気が冷えると、白い湯

ゆ

気
げ

になる
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（11）	 色が変化するものを、次のＡ～Ｄからすべて選び、記号で答えなさい。

Ａ　赤色リトマス紙に、塩酸をつける
Ｂ　中性のむらさきキャベツ液に、塩酸を入れる
Ｃ　鉄を長い時間食塩水につけておくと、さびる
Ｄ　うすい水酸化ナトリウム水よう液に、うすい塩酸を入れる

（12）	 過酸化水素水に二酸化マンガンを入れると気体が発生します。この二酸化マンガンは
何色ですか。もっとも近い色を、次のＡ～Ｄから 1つ選び、記号で答えなさい。

Ａ　黒色　　　Ｂ　白色　　　Ｃ　赤色　　　Ｄ　銀色



― 6 ―

問題の続きは次のページにあります。
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２ 	 次の文章を読み、あとの問いに答えなさい。

　われわれ人間は食物を食べ、その栄養分を吸収することで、生きていくために必要なエネ
ルギーを取り出しています。主な栄養分として、炭水化物・脂肪・タンパク質があります。
　食物に含

ふく

まれている栄養分はそのままでは大きくて吸収できないため、消化器官で消化さ
れて、体に吸収されやすいように小さく分解されます。デンプンを例にあげると、デンプン
はだ液やすい液に含まれる酵

こう

素
そ

アミラーゼによって麦芽糖（マルトース）にかわり、さらに
麦芽糖は腸液に含まれる酵素マルターゼによってブドウ糖（グルコース）という小さな糖に
かわります。ブドウ糖は、最終的に小腸の内側の柔

じゅう

毛
もう

にある毛細血管から吸収されて肝
かん

臓
ぞう

に
運ばれ、一部はブドウ糖どうしが再び結合しグリコーゲンという形で肝臓にたくわえられま
す。残りはさらに血管を通って体全体に送られ、私たちが体を動かすためのエネルギー源と
なります。酵素は体内にあるため、だ液に含まれるアミラーゼや、肝臓に含まれるカタラー
ゼなどは、われわれの通常の体温に近い 30℃～ 40℃でもっともよく働きます。また、酵素
はタンパク質でできているため、十分加熱してしまうとタンパク質の構造が変わってしまい、
元の構造に戻ることはありません。さらに、口の中や肝臓はほぼ中性であることから中性で
もっともよく働き、酸性やアルカリ性の状態では働きません。

図１

　いま、10 本の試験管（Ａ）～（Ｊ）を用意し、（Ａ）（Ｃ）（Ｅ）（Ｇ）（Ｉ）にはデンプンの
りをとかした液体を、（Ｂ）（Ｄ）（Ｆ）（Ｈ）（Ｊ）には水を入れ、図２のように 5℃の水、
40℃の湯、80℃の湯につけました。さらに（Ｇ）（Ｈ）には、塩酸を入れて液全体を酸性にし、
（Ｉ）（Ｊ）には、水酸化ナトリウム水よう液を入れて液全体をアルカリ性にしました。次に、
10 本の試験管すべてに 1mLのうすめただ液を入れ、よくかきまぜて 1時間放置しました。

肝臓

a

bc



― 8 ―

図２

　次に肝臓に含まれるカタラーゼについて調べました。試験管（Ｋ）のように、30℃で中性
のうすい過酸化水素水（オキシドール）に生の肝臓片を入れると、酵素カタラーゼにより過
酸化水素水が分解されて、たくさんのあわがでてきました。このあわに火のついた線

せん

香
こう

を近
づけると、勢いよく線香が燃えました。しばらく観察しているとあわは出なくなって反応は
終了しました。また、（Ｌ）のように同じ実験を 30℃の水でも行いましたが全く反応はなく、
あわはでませんでした。続けて、さまざまな条件で（Ｍ）（Ｎ）（Ｏ）の実験をしました。

図３

常温
中性

生の
肝臓片

30℃
過酸化
水素水

（Ｋ） （Ｌ）

（Ｎ） （Ｏ）（Ｍ）

常温

生の
肝臓片

30℃
水

生の
肝臓片

30℃の
塩酸をくわえた
過酸化水素水

生の
肝臓片

30℃の
水酸化ナトリウムを
くわえた
過酸化水素水

30℃
過酸化
水素水

常温
中性

100℃に加熱した
肝臓片

5℃

デ
ン
プ
ン

水

（Ａ）（Ｂ）

40℃

デ
ン
プ
ン

水

80℃

デ
ン
プ
ン

水

40℃

デ
ン
プ
ン
＋
塩
酸

水
＋
塩
酸
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水
＋
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
よ
う
液

デ
ン
プ
ン
＋
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
よ
う
液（Ｃ）（Ｄ） （Ｅ）（Ｆ） （Ｇ）（Ｈ） （Ｉ）（Ｊ）



― 9 ―

（１）	 図１は、肝臓と肝臓につながっている血管ａｂｃと、血管ａを通して肝臓に直接血液
を送っている器官を模式的に表したものです。説明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	 食後にａｂｃの血管に流れる血液を調べると、ｂの血管に多くのブドウ糖が存在
する

イ	 食後にａの血管に流れる血液には、多くのブドウ糖が含まれていて、これらはさ
らに細かく分解されたのち肝臓にたくわえられる

ウ	 ブドウ糖は肝臓でグリコーゲンとしてたくわえられるので、ｃの血管にはブドウ
糖はほとんど存在しない

エ	 空腹時にａｂｃの血管に流れる血液を調べると、ｃの血管に多くのブドウ糖が存
在する

（２）	 図２において、1時間後、それぞれの試験管から少量の液を取り出しヨウ素液を加え
て色の変化を観察したところ、色の変化がなくうすい茶色のままの試験管と、青むら
さき色に変化した試験管がありました。青むらさき色に変化した試験管を（Ａ）～
（Ｊ）からすべて選び、記号で答えなさい。

（３）	 図２において、さらにそれぞれの試験管から少量の液を取り出し、ベネジクト液を入
れて加熱して変化を観察したところ、色の変化がなくうすい青色のままの試験管と、
赤かっ色に変化した試験管がありました。赤かっ色に変化した試験管を（Ａ）～
（Ｊ）からすべて選び、記号で答えなさい。なお、ベネジクト液は麦芽糖やブドウ糖
があった場合、加熱すると赤かっ色に変わる指示薬です。

（４）	 図３の（Ｍ）（Ｎ）（Ｏ）の実験結果として正しいと思われるものを、次のア～エから
1つ選び、記号で答えなさい。

ア	 試験管（Ｍ）からあわが発生したが、他の 2本は変化がなかった
イ	 試験管（Ｎ）と（Ｏ）からあわが発生したが、他の 1本は変化がなかった
ウ	 すべての試験管からあわがでた
エ	 どの試験管からもあわがでなかった
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（５）	 図３の実験（Ｋ）のあわは、ある気体が発生したものですが、その気体は何ですか。
次のア～オから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　酸素　　　　イ　水素　　　　　ウ　二酸化炭素
エ　ちっ素　　　オ　アンモニア

（６）	 図３の実験（Ｋ）はしばらくしたら、あわの発生が止まりましたが、さらにあわを発
生させるにはどうしたらよいですか。次のア～オから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア	 生の肝臓片を新たに追加して試験管に入れる
イ	 水を 2mL追加して試験管に入れる
ウ	 うすい過酸化水素水 5mLを追加して試験管に入れる
エ	 試験管を体温と同じ 37℃にあたためる
オ	 試験管をいったん冷蔵庫で冷却してみる
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３ 	 次の文章を読み、あとの問いに答えなさい。

　日本の四季は主に 4つの気団（シベリア気団・オホーツク海気団・揚
よう

子
す

江
こう

気団・小
お

笠
がさ

原
わら

気
団）の影きょうを受けて変化しています。気団とは、気温や水蒸気量がほぼ一定である大気
のかたまりを表します。

　日本における季節ごとの気候の特ちょうには気団が深く関係しています。春は、（　①　）
気団による高気圧が日本付近を西から東へと次々に移動していく気圧配置になっています。
このような高気圧のことを、移動性高気圧といい、高気圧と低気圧が交

こう

互
ご

に訪れるため、	
4 ～ 6 日ほどの周期で天気が変動することが特ちょうです。6～ 7月の初夏の時期は、絶え
間なく雨が降ることがよくあります。このとき、（　②　）気団と（　③　）気団がぶつか
り合うことで、日本列島付近では、停

てい

滞
たい

前線（梅雨前線）が生じています。7月～ 9月の夏
の時期は、気温が高く、湿った気候になります。このときには、（　④　）気団が発達し、
Ａ とよばれる気圧配置となります。等圧線が東西方向に長く伸

の

び、南東から温かく
湿った季節風が生じます。台風がよく発生するのは 7～ 10 月で、日本列島付近の南西の海
上で熱帯低気圧が発達します。最大風速が 17 .2m/s 以上となったものを特に台風と呼んで
います。秋になる 9～ 10 月には、春と似たような気候となり、停滞前線（秋雨前線）をも
たらしています。冬の 11 月～ 2月には、気温が低下し、太平洋側では乾燥した晴れ、日本
海側では雪の天気が続くことになります。このとき、（　⑤　）気団が発達し、 Ｂ
の気圧配置となり、日本には北西の季節風が吹

ふ

きます。この季節風は、日本海を通過すると
きに大量の水分を含み、日本海側で雪を降らせます。そして、太平洋側にいたるときには、
乾いた空気となっているため、太平洋側は乾燥した天気になります。

　つぎに雲について考えてみます。雲は、小さな水や氷のつぶが集まってできていて、その
元になるのは空気中の水蒸気です。気温が高いと、空気中に含むことのできる水蒸気の割合
が高く、気温が低いとその割合は低くなります。空気は、上空にいくほど温度が下がります。
地表付近のあたためられた空気が上昇すると気圧が下がり、空気は膨

ぼう

張
ちょう

して温度が下がりま
す。
　空気が上昇し、温度が下がることによって、それまで見えない形で存在していた水蒸気が
空気中の「ちり」などの周りに集まり、水

すい

滴
てき

や氷の結
けっ

晶
しょう

となって現れます。
　このつぶは 0.02mmから 0.2mmと小さいのですが、これが集まって雲の形を作ってい
ます。
　よって上昇気流が発生する場所は一

いっ

般
ぱん

的
てき

に天気が悪くなり雲が多く発生します。また、空
気が横風に吹かれて冷たい海面上などを移動したときにも雲ができます。
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（１）	 シベリア気団・オホーツク海気団・揚子江気団・小笠原気団が存在する場所を、以下
の地図のア～エからそれぞれ選び、また、気団の特ちょうを、あとのオ～クからそれ
ぞれ選び、記号で答えなさい。

　　 【気団の特ちょう】
オ	 この気団は、乾燥していて冷たい
カ	 この気団は、乾燥していてあたたかい
キ	 この気団は、湿っていて冷たい
ク	 この気団は、湿っていてあたたかい

（２）	 文中の（　①　）～（　⑤　）にあてはまる気団名を書きなさい。同じ気団名を何回
使ってもかまいません。

（３）	 Ａ Ｂ にあてはまる気圧配置を、以下のア～クからそれぞれ 1つずつ
選び、記号で答えなさい。

ア　西高東低　　　イ　東高北低　　　ウ　南高北低　　　エ　西高南低
オ　南高東低　　　カ　東高西低　　　キ　北高南低　　　ク　北高西低

ア

イ

ウ

エ
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（４）	 春・夏・梅雨・冬の天気図はどれにあたるか、次のア～エからそれぞれ選び、記号で
答えなさい。

120°120°

40°40°

30°30°

20°20°

130°130° 140°140° 150°150° 120°120°

40°40°

30°30°

20°20°

130°130° 140°140° 150°150°

120°120°

40°40°

30°30°

20°20°

130°130° 140°140° 150°150° 120°120°

40°40°

30°30°

20°20°

130°130° 140°140° 150°150°

低 994低 994

高
1024
高
1024

高
1026
高
1026

高
1022
高
1022

低
1006
低
1006

低
1002
低
1002低

996
低
996

低
996
低
996

低
1008
低
1008

高高

高高

高高

低
996
低
996

低
998
低
998

低
1002
低
1002

低低

低低

高高

10121012

10201020

10401040
10001000

10201020

ア イ

ウ エ
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（５）	 雲のでき方を調べるために、以下の実験をしました。実験結果として正しいものを、
あとのア～エから 1つ選び、記号で答えなさい。

実験　フラスコの内側を水でぬらし、線香の煙を少し入れ、図のようにデジタル温度
計と注射器を取り付けました。はじめにピストンをすばやく引き、フラスコ内
の様子を観察しました。さらにピストンをすばやく押し、フラスコ内の様子を
観察しました。

ア	 ピストンをすばやく引くと、フラスコ内の温度が下がり、白くくもった
イ	 ピストンをすばやく引くと、フラスコ内の温度が上がり、白くくもった
ウ	 ピストンをすばやく押すと、フラスコ内の温度が下がり、白くくもった
エ	 ピストンをすばやく押すと、フラスコ内の温度が上がり、白くくもった

ピストン

デジタル
温度計

注射器

線香の煙

水



受　験　番　号 氏　　　　　名

理　科　　解答用紙

かえつ有明中学校

※らんには何も記入しないこと

※

※

※

※

2021 年度　2月 1日午後　特待入試

１

（４）

（２） （３）（１）

（２） （３）

ウ エ

（５） （６）

（９） （10） （12）（11）

（７） （８）

３

（１）

（４） 春 夏 梅雨 冬

（３）

（５）

（２）

２

（１）

（４） （５） （６）

　シベリア気団

場　所

　オホーツク気団

　揚子江気団

気団の特ちょう

① ③②気団 気団 気団 

④ ⑤気団 気団 

　小笠原気団

Ａ Ｂ


