
平成21年度 入学試験問題

理　　科

第 ２ 回

試験時間は社会とあわせて６０分です。（１１：１０～１２：１０）

問題は１ページから９ページまでです。

解答はすべて解答用紙に記入してください。

解答用紙に受験番号、氏名を記入してください。

【注　意】

洗 足 学 園 中 学 校



― 1 ―

1 ある日、園子さんが髪
かみ

を乾
かわ

かそうとドライヤーの電源を入れたところ、その瞬
しゅん

間
かん

に

家中の電気が消えてしまいました。これは、ブレーカーという装置が働いたため、

電流が流れなくなったからです。

そこで園子さんは、ドライヤーやブレーカーのしくみを考えることにしました。

ドライヤー内には、モーターの回転を利用してプロペラで風を送るファンと、空気

を温めるヒーターがあることがわかりました。

（１）図１はドライヤーの構造を簡単に表したものです。Ｐ～Ｓのどことどこをつな

げば、①ファンだけを動かす、②ヒーターとファンを同時に動かす、ことがで

きますか。ア～カより１つずつ選び、記号で答えなさい。

ア．ＰとＱ　　　　イ．ＲとＳ　　　　ウ．ＰとＲ　　　

エ．ＱとＳ　　　　オ．ＰとＳ　　　　カ．ＱとＲ

（２）図２はモーターの模式図です。図中のＡとＢは鉄心の端
はし

です。

ファン ヒーター
Ｐ Ｑ

Ｒ Ｓ

図１

コイル コイル

鉄心←

Ａ Ｂ

Ｃ

図２

スイッチ１

スイッチ３

スイッチ２
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① 図２のＣの部分を拡大したものが図３です。ＡがＮ極になっているとき、

中央部が回転する方向を図中のア、イより選び、記号で答えなさい。

② 図２のスイッチ１を入れると、Ａの部分は何極になりますか、答えなさい。

③ ドライヤーのファンの回転を速くするには、Ａ、Ｂの部分の磁力を大きくする

必要があります。もっとも磁力が大きくなるものを次より１つ選び、記号で

答えなさい。

ア．スイッチ１のみを入れる。

イ．スイッチ２のみを入れる。

ウ．スイッチ３のみを入れる。

エ．スイッチ１とスイッチ３を入れる。

オ．スイッチ２とスイッチ３を入れる。

Ａ Ｂ

ア

イ

図３
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（３）図４はブレーカーの構造を示したものです。スイッチやＰは鉄でできているも

のとします。ａは電流が流れている状態、ｂは電流が流れなくなった状態です。

ブレーカーのしくみを考えるために、図５のような装置をつくりました。コイル

の巻き数や電流の強さ、おもりの重さやつるす位置の関係を調べるために実験

１～３を行いました。表１は棒が水平になったときの結果をまとめたものです。

ただし、棒やひも、棒磁石の重さは考えないものとします。

表１

① コイルの巻き数を１０００回、電流の強さを４００ｍAにしたとき、２０ｇのおもり

を中心から何cmのところにつるすと棒は水平になるか、求めなさい。

② コイルの巻き数を１０００回、電流の強さを６００ｍAにしたとき、２５ｇのおもり

を中心から何cmのところにつるすと棒は水平になるか、求めなさい。

③ ブレーカーのスイッチがＰからはなれるしくみを説明しなさい。ただし、

電流の強さについてもふれなさい。

ａ ｂ

電
磁
石

ス
イ
ッ
チ

Ｐ Ｐ

10cm

棒磁石

おもり
電
源

＋

－
Ａ
電流計

図４ 図５

コイルの巻き数
［回］

電流の強さ
［mA］

おもりの重さ
［ｇ］

おもりをつるした位置
（中心からの長さ）

［cm］
５００

５００

１０００

２００

４００

２００

１０

２０

２０

１０

１０

１０

実験１

実験２

実験３
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2 実験１、２を行いました。

実験１　　ガスバーナーを用いて、空気中で銅とマグネシウムの粉末をそれぞれ

よく燃やし、その重さの変化を調べました。結果は、それぞれ表２、３

のようになりました。なお、銅とマグネシウムは、空気中で燃やすと酸

素と結びつき、それぞれ酸化銅と酸化マグネシウムになります。

表２

表３

（１）１２．０ｇの銅を燃やすと燃
ねん

焼
しょう

後は何ｇになるか、求めなさい。

（２）７．５ｇのマグネシウムを燃やすのに必要な酸素は何ｇか、求めなさい。

（３）実験１の結果、４．０ｇの銅が燃えるのに必要な酸素は、７００cm３であることが

わかりました。空気中に酸素は２０％含
ふく

まれているとします。３．０ｇのマグネシ

ウムを燃焼させるのに必要な空気は何cm３か、求めなさい。

（４）酸素も銅もマグネシウムも、それぞれ目に見えない小さな粒
つぶ

からできています。

銅やマグネシウムが燃えるとき、その粒１個が酸素の粒１個と結びつくことが

わかっています。このことから、銅とマグネシウムの粒１個あたりの重さの比を、

もっとも簡単な整数比で求めなさい。

銅［ｇ］ ２．０ ４．０ ６．０ ８．０

酸化銅［ｇ］ ２．５ ５．０ ７．５ １０．０

マグネシウム［ｇ］ １．５ ３．０ ４．５ ６．０

酸化マグネシウム［ｇ］ ２．５ ５．０ ７．５ １０．０
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実験２　　実験１で得られた酸化銅は黒色でした。酸化銅を炭素の粉末と試験管

に入れ、ガスバーナーで加熱すると、気体が発生し、酸化銅の色が変わ

りました。

（５）実験２の結果、酸化銅は何色に変わりましたか。次より１つ選び、記号で答え

なさい。

ア．銀色　　　　イ．赤茶色　　　　ウ．金色　　　　エ．白色

（６）実験２で発生した気体を石灰
せっかい

水
すい

に通したら、石灰水は白色ににごりました。

この気体の名前を答えなさい。

（７）実験２で発生した気体と同じ気体が発生する実験を次より１つ選び、記号で

答えなさい。

ア．アルミニウムに水酸化ナトリウム水溶液を加え、反応させる。

イ．二酸化マンガンに過酸化水素水を加え、反応させる。

ウ．炭酸水素ナトリウムにさく酸水を加え、反応させる。

エ．塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを混ぜ、加熱し、反応させる。
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ある朝、学さんはタイルとタイルのすき間を歩いているダンゴムシをみつけました。

図６はダンゴムシを上から見た図です。

ダンゴムシが歩いている様子を観察していて、そこにある法則を発見した学さんは

立体
りったい

迷
めい

路
ろ

を作って、その法則を確かめてみました。図７はその時に用いた迷路とダン

ゴムシの歩いた道筋です。

（１）図６の矢印の部分の名前を答えなさい。

（２）ダンゴムシ、セミ、ハエ、クモの成虫で次の①、②の数を比べた結果として

正しいものを次より１つずつ選び、記号で答えなさい。

① あしの本数 ② はねの枚数

ア．ダンゴムシ＜セミ＜ハエ＜クモ イ．クモ＜ハエ＜セミ＜ダンゴムシ

ウ．セミ＜ハエ＜クモ＜ダンゴムシ エ．ダンゴムシ＝クモ＜ハエ＜セミ

オ．ハエ＝セミ＜ダンゴムシ＝クモ カ．ハエ＝セミ＜クモ＜ダンゴムシ

キ．ハエ＝セミ＜ダンゴムシ＜クモ ク．ダンゴムシ＝クモ＜セミ＜ハエ

（３）ダンゴムシやミミズがたくさん生活している場所には、植物が成長するのに

都合の良い肥えた土があります。ダンゴムシやミミズがいるとなぜ土が肥え

るのか、次より１つ選び、記号で答えなさい。

ア．かれ葉などを食べ、栄養分をたくさん含
ふく

んだふんをするから。

イ．昆虫をつかまえて食べ、栄養分をたくさん含んだふんをするから。

ウ．かれ葉などを集め、土の中に巣をつくるから。

エ．だっ皮した皮を集め、土の中に巣をつくるから。

オ．肥えた土を集め、きのこを育てているから。

3

図７

30cm

ゴール

スタート

図６
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（４）ダンゴムシを触
さわ

ると、団子のようにまるくなります。何のためにまるくなるのか、

簡単に述べなさい。

（５）ダンゴムシが迷わずに一筆書きでゴールまでたどりつけると考えられる迷路を

次より１つ選び、記号で答えなさい。

（６）ダンゴムシが学さんの発見した法則のように移動するのは、ダンゴムシがある

性質を持っているからです。この性質は彼らにとって、どのように役に立って

いると考えられるか、適当なものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

ア．自分の縄
なわ

張
ば

りを見回ることができる。

イ．天敵にみつかる可能性が低くなる。

ウ．巣から遠くに行ってしまっても、必ず帰ることができる。

エ．生活範
はん

囲
い

を広げることができる。

オ．仲間にエサの場所を教えることができる。

（７）（６）の性質はダンゴムシが生まれつき持っているものです。同じような例を、

次より１つ選び、記号で答えなさい。

ア．九九を正しく言うことができる。

イ．地図を見ながら、目的地に行くことができる。

ウ．カルガモのひなが、母ガモの後ろをついて歩く。

エ．迷路では、左の壁に手をついて進むと出口まで行くことができる。

オ．夏の夜、窓を開けるとガが部屋に入ってくる。

ア． イ． ウ．

ゴール ゴール ゴール

↑
スタート

↑
スタート

↑
スタート

30cm
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4 日本の探査機「かぐや」は月の周囲を回りながら、たくさんの情報を地球に送って

くれています。図８は「かぐや」が撮影
さつえい

した月から見た地球の写真です。図中のＡ

地点は北半球にあるものとします。

（１）図８のとき、地球のＡ地点から月はどのように見えますか。もっとも近いもの

を次より１つ選び、記号で答えなさい。

（２）図８のとき、地球のＡ地点で月が真南にくる時刻にもっとも近いものを次より

１つ選び、記号で答えなさい。

ア．午前０時

イ．午前４時

ウ．午前９時

エ．午後２時

オ．午後７時

図８

JAXAJAXAJAXA

ＡＡ

ア． イ． ウ． エ．
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（３）月面に立ったときに見られない現象を次よりすべて選び、記号で答えなさい。

ア．かげろう

イ．すい星（ほうき星）

ウ．オーロラ

エ．日の出

オ．にじ

（４）月の表面には地球に比べるとたくさんのクレーターがあります。その理由とし

てもっとも適当なものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

ア．地球よりも火山活動が活発なため。

イ．月では風がふいていないため。

ウ．月では昼と夜の温度差が激しいため。

エ．月の引力は地球の約６分の１しかないため。

オ．月には生物がいないため。

（５）ある年の２月と９月に学校のグラウンドで真南にきた満月を観察しました。

同じ条件で撮影
さつえい

した写真を比べたところ、月の大きさが異なっていました。

その理由としてもっとも適当なものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

ア．月と地球の距
きょ

離
り

は、一定ではないから。

イ．月の直径は、一定ではないから。

ウ．地球の大気の厚さは、一定ではないから。

エ．月の大気の厚さは、一定ではないから。

オ．月面での光の反射のしかたが、一定ではないから。

（６）月の運動している道筋にもっとも近いものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

ア． イ． ウ．

月の道筋 月の道筋

月の道筋

地球の道筋 地球の道筋 地球の道筋




