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１ 阿蘇市に住むみさきさんは，夏休みに家族旅行で長崎の島原半島に出かけました。

島原半島の中央部にある雲仙普賢岳を見て，地元の阿蘇中岳との違いに興味を持った
うんぜんふげんだけ あそなかだけ

みさきさんは，２つの火山の違いについて調べ，表１のようにまとめました。

表１ 雲仙普賢岳と阿蘇中岳の比較

Ａ Ｂ

火山の形 円すい形 おわんをふせた形

噴火の様子 溶岩が噴出する 溶岩が盛り上がる

溶岩の色 少し黒っぽい 白っぽい

火山灰の色 少し黒っぽい 白っぽい

(1) 右の図は，雲仙普賢岳のスケッチです。

このスケッチからすると雲仙普賢岳は，

表１中のＡ，Ｂのどちらですか。記号

で答えなさい。また，その理由も答え

なさい。

(2) 雲仙普賢岳と阿蘇中岳は，山の形が異なっています。このように火山の形に

違いが生じるのはなぜか答えなさい。

(3) ある溶岩を調べると，右の写真のよう

に無数の穴が見られました。この穴はど

のようにしてできたと考えられますか。

そのでき方を答えなさい。

(4) 地下のマグマが地表付近に上がって

くると，急に冷やされて固まります。

このようにしてできた岩石には石基と
せっき

斑 晶が見られますが，このような組織を何というか，また，このようにして
はんしょう

できた岩石を何というか答えなさい。

雲仙普賢岳のスケッチ

(5) みさきさんは，火山灰

の粒をくわしく調べたい

と考え，双眼実体顕微鏡

を使って観察しようとし

ましたが，調節ねじ（微

動ねじ）を回してもうま

くピントが合いませんで

した。

どの部分をどのように

操作したらピントが合う

かをみさきさんに教えて

あげなさい。

(6) (5) の操作によってピントはうまく合いましたが，火山灰には大小さまざま

な粒のものや，汚れて色がはっきりしない粒などが見られました。粒の色や形

をくわしく観察するためには，火山灰に対してある操作をした後に双眼実体顕

微鏡で観察する必要があります。どんな操作をすればよいですか，その操作を

答えなさい。

(7) 雲仙普賢岳と阿蘇中岳の火山灰と溶岩をくらべると，表１のような色の違い

が見られました。この色の違いはどうして生じるのか答えなさい。

(8) 阿蘇中岳や雲仙普賢岳のほかにも，九州にはたくさんの火山があります。火

山は，噴火など人間の生活に危険を及ぼす部分もありますが，人間の生活を豊

かにもします。人間の生活を豊かにしていることについて具体的に答えなさい。



２ 一郎さんは，理科の授業で最

近新しいタイプの信号機が増え

ていることを聞き，近所の信号

機を見てみました。すると，自

宅近くの信号機Ａ（図１）は，大きな電球が光るタ

イプでしたが，学校近くの信号機Ｂ（図２）は，図

３のようなＬＥＤ(発光ダイオード)がたくさん集ま

って光るタイプでした。

そこで，この違いに興味を持

った一郎さんは，豆電球式の

懐 中 電 灯と，ＬＥＤ(発光ダイ
かいちゅうでんとう

オード)式の懐中電灯を使って，流れる電流の違い

を調べる実験をしてみることにしました。

(1) 電源装置，豆電球，電流計，電圧計をつないで

豆電球を点灯させ，電圧を変えながら電流の大き

さを測定する実験をしようと思います。どのよう

な回路をつくればよいか，回路図をかいて一郎さ

んに教えてあげなさい。

(2) 一郎さんは，(1)で答えた回路をつくり豆電球

に電圧をかけて電流を測定し，下の表１のような結果を得ました。

表１

電圧（Ｖ） 0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

豆電球に流れた電流（mA） 0 240 290 338 379 430

この豆電球に３ .０Ｖの電圧をかけた時の電気抵抗を求めなさい。ただし，

解答用紙には，式と答えを小数第１位まで（小数第２位を四捨五入）書きなさ

い。

青色信号灯の拡大写真

青色信号灯の拡大写真

図３ ＬＥＤ

図１ 信号機Ａ

図２ 信号機Ｂ

次に，豆電球とほぼ同じ明るさのＬＥＤ(発光ダイオード)式の懐中電灯を使

い，同様の実験をしてみました。すると表２のような結果を得ました。

表２

電圧（Ｖ） 0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

ＬＥＤに流れた電流（mA) 0 0 0 0.5 1.0 9.0

ＬＥＤの明るさ(点灯の仕方) つかない つかない つかない つかない 明るさはくらい とても明るい
(少し点灯) (明るく点灯)

(3) 信号機が，電球の信号機からＬＥＤ(発光ダイオード)の信号機に変わりつつ

ある理由について，表２のＬＥＤ(発光ダイオード)での実験結果と表１の豆電

球での実験結果を比べて，あなたの考えを書きなさい。

(4) 信号機Ｂの各色の信号灯には，それぞれ約２００個のＬＥＤがついていま

す。１個のＬＥＤが消えたとしても他のＬＥＤは消えることがないそうです。

このことから，約２００個のＬＥＤはどんな回路になっていると考えられます

か。

(5) 私たちの身の回りには，最近このようなＬＥＤを使った電気器具が増えてき

ています。

あなはこのＬＥＤをどんなものに活用できると思いますか。理由を含めて答

えなさい。ただし，「信号機」と「懐中電灯」以外のことを書きなさい。



３ 一郎さんは校内の持久走大会に参加しました。スタートの合図の音を聞き，走

り出しました。そして息を切らしながらも最後まで頑張って完走することができ

ました。完走後，たくさんの汗をかき，心拍（心臓の鼓動）も速くなっている
しんぱく こどう

ことに気付きました。それまでは，あまり気にしていなかったことですが，理科

の授業をきっかけに，「運動のしくみ」と「走る前と走った後の体の変化」につ

いて興味がわき，調べてみることにしました。

(1) 図１はスタートの合図の音を聞き，運動が起こるまでの経路を表したもので

す。感覚器官!，中枢神経"・#に入る語句を答えなさい。

感覚器官 中枢神経

音(刺激) ! " # 筋肉 運動(反応)

感覚神経 運動神経

図１ 経路図

(2) 一郎さんは走る時の運動のしくみを

調べるため，近くのスーパーでニワト

リの手羽先を購入し，筋肉と骨格のつ
て ば さ き

くりについて調べました。右の写真は

ニワトリの手羽先を解剖した時の写真
かいぼう

で，図２はその時のスケッチです。ま

た，図３と図４はヒトの腕の筋肉と骨

格の様子です。

次の問いに答えなさい。

ア 図２の手羽先のＡの筋肉を矢印ａの

方向に引くとＣの部分が矢印ｃの方

向に動くことが分かりました。筋肉と骨

をつなぐＢを何といいますか｡ 図２

a

c

Ａ

Ｂ

Ｃ

イ 次にヒトの腕の運

動のしくみについて

調べました。

図４のように腕を

曲げる時，図３の筋

肉 Eと筋肉 Fはどの

ようになるかを２つ

の筋肉の違いが分かるように解答用紙に図示しなさい。

(3) 一郎さんは，同じクラスのみさきさんに協力してもらい，走る前と走った後

の心拍数(１分間当たりの心臓の鼓動数)の変化を調べました。下の表はその
しんぱくすう

結果ですが，心拍数の変化を調べたデータとして，信頼性に不安があります。

信頼性のあるデータを得るにはどうしたらよいか，実験器具以外のことで答

えなさい。

走る前（回） 走った後（回）

一郎さん ７５ １８０

みさきさん ８０ １９０

心拍数（１分間当たりの心臓の鼓動数）の変化

測定後，一郎さんとみさきさんは次のような会話をしました。

みさきさん：持久走をする前に比べて，持久走をした後では，なぜ心拍数

が増えたのかしら？

一 郎 さ ん：（ ! ）。

みさきさん：そうか。だから激しい運動をすると，呼吸運動も盛んになる

のね。

一 郎 さ ん：そうだよ。この前，肺のつくりを調べたら，肺には（"）とい

うとても小さな丸い袋がたくさんあって，その数は両方の肺で

約数億個もあると書いてあったよ。

みさきさん：（"）がたくさんあることは，どんなことに役立っているのかな？

一 郎 さ ん：それは（ # ）。

図４ 曲げたとき図３ 伸ばしたとき



(4) !に入る心拍数が増えた理由について，あなたの考えを書きなさい。

(5) "に入る語句を答えなさい。

(6) #に入る「役立っていること」について，あなたの考えを書きなさい。

(7) ヒトの心拍数は平均で１分間に約７０回くらいと言われています。あなたの

心拍数も平均で１分間に７０回だとして，あなたの１日の心拍数を求めなさい。

なお，解答用紙には計算式も書きなさい。

(8) 一郎さんとみさきさんは，運動のしくみと，運動後に心拍数が多くなる理由

は分かりました。しかし，たくさんの汗をかく理由が解決できていません。あ

なたから２人にその理由を教えてあげなさい。

(9) ヒトの運動のしくみや体のつくりについて，あなたが興味をもったことや知

りたいことにはどんなことがありますか。その内容について具体的に書きなさ

い。

４ 一郎さんは，理科の実験で，炭酸水素ナトリウムを加熱すると炭酸ナトリウム

と水と二酸化炭素に分解できることを学習しました。このことを通して，物質の

分解について興味を持った一郎さんは，身近な水も分解できないのかと考え，先

生に相談しました。

すると先生は，「確かに水は，炭酸水素ナトリウムのように加熱しても分解で

きないけど，電気を通すと分解できるよ。」と言われ，図１のような実験器具を

かしてくださいました。

図１

Ａ Ｂ

電源装置電気分解装置

(1) 水は加熱しても，（ ① ）になるだけで物質そのものは変化しません。この

ような変化を（ ② ）と言います。

①，②に適する語句を答えなさい。

(2) 図１のような電気分解装置と電源装置を用いて，実験を行います。電源装置

を使う時に注意することを２つ答えなさい。

(3) 水酸化ナトリウムを溶かした水を図１の電気分解装置に入れ，電源装置のス

イッチを入れ電気を通しましたが，電気分解装置の中の電極付近に，あまり目

立った変化がありませんでした。電極付近の変化を大きくするためにはどのよ

うにすればよいか答えなさい。

(4) (3) により，両極からたくさんの気体が発生

してきましたが，よく観察すると，図２のように

試験管Ａよりも試験管Ｂの方にたくさんの気体

が発生しています。

試験管Ｂにたまりつつある気体名を答えなさ

い。

(5) (4) の気体の正体を調べる実験方法を答えな

さい。

(6) 試験管Ａにたまりつつある気体と同じ気体を

発生させる方法にはどのような方法があります

か，水の電気分解以外の発生方法を答えなさい。

(7) (4)と(6)の結果から，この実験で分かったことを「実験のまとめ」として

書きなさい。

(8) 実験中や片付ける時に， 誤 って水酸化ナトリウムを溶かした水が衣類や手
あやま

などについた場合，どのようにしたらよいか答えなさい。

図 ２

Ａ Ｂ


