
４

1 　「開始」の合図があるまで開いてはいけません。

2 　答えは、すべて解答用紙に書きなさい。

　　・答えとして記号を選ぶ問題は、下の【解答例】にならい、すべて解答用紙の記号を

　　　○で囲みなさい。また、答えを訂
ていせい

正するときは、もとの○をきれいに消しなさい。

　　　【解答例】

ア イ エ

　　・答えの字数が指定されている問題は、 、 。「　」なども一字に数えます。

　　解答用紙の「採点」の欄
らん

と「採点者記入欄」には、何も書いてはいけません。

3 　問題は、中の用紙のＡ・Ｂ・Ｃ面に 1 、Ｃ・Ｄ・Ｅ面に 2 、Ｅ・Ｆ面に 3 があります。

4 　「開始」の合図で、まず、解答用紙に受験番号を書きなさい。

5 　「終了」の合図で、すぐ鉛
えん

筆
ぴつ

を置きなさい。

ウ

しゅうりょう

令 和 ７ 年 度

注　　　 意

大阪府立中学校入学者選抜適性検査問題
（大阪府立富田林中学校に係る入学者選抜）

適 性 検 査 Ⅲ
（社会・理科的問題）
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Ａ　面 Ａ　面適性検査Ⅲ（社会・理科的問題）（大阪府立富田林中学校に係る入学者選抜）

 　春休みのある日、るいさんは、兵庫県明
あ か し

石市に住むいとこのそらさんの家を訪れ、そら
さんに明石市内を案内してもらいました。⑴～⑷の問いに答えなさい。

⑴ 　図 1 は、るいさんとそらさんが訪れた場所などを示した明石市内の地図であり、 
【メモ】は、二人が訪れた場所などについて、るいさんが訪れてわかったことや調べて
わかったことなどをまとめたものです。①～⑦の問いに答えなさい。

　【メモ】

・明石市
　 　あ兵庫県の南部に位置し、い瀬戸内海に面しており水産業が盛

さか

んである。明石 
では、古くからうたいやたこの漁が盛んであり、現在ではのりの養

よう

殖も盛んであ 
る。市の大部分が、江

え ど

戸時代には明石藩
はん

の領地であった。
・え明石城
　 　 1619 年に、2 代将軍徳

とく

川
がわ

秀
ひで

忠
ただ

の命令によって築かれた。現在も多くの人が訪れる桜の 
名所である。

・明石市立文化博物館
　 　明石の歴史や文化に関することを学ぶことができる。明石市内にある寺院と関 

わりのあるお行基
き

に関する資料などが展示されている。
・明石市立天文科学館
　 　宇宙や時間に関することを学ぶことができる。か中

なかの

大
おお

兄
え の

皇
おう

子
じ

が天皇の位についた 
後に日本で初めて時計を使って人々に時刻をしらせたことなどが紹介

かい

されている。

1
おとず

図 1 

明石城 

明石公園
明石駅

明石市立文化博物館
ぶん か はくぶつかん

明石市立天文科学館
てんもん か がくかん

明石市立中崎公会堂
なか こうかいどう

ひとまるまえ

人丸前駅 

せ と ないかい

瀬戸内海 

さんよう

山陽明石駅

200m 0 

さき

しょく

ぎょう

しょう

　① 　次のア～オのうち、図 1 から読み取れる内容として正しいものをすべて選び、記号
を〇で囲みなさい。

　　　ア　図 1 の地図の範
はん

囲
い

には、橋がある。
　　　イ　図書館から 600 m 以内の距

きょ

離
り

に郵便局がある。
　　　ウ　明石城から見て、明石市立中崎公会堂は南西にある。
　　　エ　明石市立文化博物館からは、病院よりも交番の方が近い。
　　　オ　山陽明石駅から人丸前駅までの間の距離は、直線で 1 km 以内である。

　② 　【メモ】中の下線部あが接している府県のうち、日本海に面している府県の名前を
すべて書きなさい。

　③ 　【メモ】中の下線部いに関して、明石市では、2023 年 3 月に市議会で定められたきま 
りにもとづき、市と市民と水産業者等が協力し、豊かな海づくりが進められています。
日本国憲法にもとづき、法律に違

い

反
はん

しない範囲で都道府県や市区町村の議会で定め 
られ、その都道府県や市区町村だけで適用されるきまりは何と呼ばれていますか。 
漢字 2 字で書きなさい。

　④ 　【メモ】中の下線部うに関して、織
お

田
だ

信
のぶ

長
なが

が羽
は

柴
しば

秀
ひで

吉
よし

（のちの豊
とよ

臣
とみ

秀吉）から明石のた 
いやたこを贈

おく

られたという記録が残っています。次のア～エのうち、織田信長について書か 
れた文として正しいものをすべて選び、記号を○で囲みなさい。

　　　ア　九州北部で元
げん

軍と戦った。
　　　イ　武士として初めて太

だい

政大
だい

臣
じん

の地位についた。
　　　ウ　将軍であった足

あし

利
かが

氏を京都から追放し、室
むろ

町
まち

幕府を滅
ほろ

ぼした。
　　　エ　安

あ

土
づち

城を築き、その城下町において自由に商工業を行うことを認めた。

　⑤ 　【メモ】中の下線部えに関して、次のア～エは、明石城が築かれた 17 世紀に起こっ
たできごとです。ア～エをできごとが起こった順に並べかえて、記号を書きなさい。

　　　ア　江戸幕府によってキリスト教が禁止された。
　　　イ　徳川家

いえやす

康が征
せい

夷
い

大
たい

将軍
ぐん

に任じられた。
　　　ウ　オランダ商館が出

で

島
じま

に移された。
　　　エ　島

しまばら

原・天
あま

草
くさ

一
いっ

揆
き

が起こった。

　⑥ 　【メモ】中の下線部おは、聖武
む

天
てん

皇
のう

による東
とう

大
だい

寺
じ

の大仏づくりに協力しました。東 
大寺の大仏が完成したときに現在の奈良県におかれていた都は何と呼ばれていますか。 
漢字 3 字で書きなさい。

　⑦ 　【メモ】中の下線部かに関して、次のア～エのうち、中大兄皇子とともに蘇
そ が

我氏を 
滅ぼし天皇中心の国づくりを進めた人物の名前として最も適しているものを一つ選び、 
記号を○で囲みなさい。

　　　ア　小
お の

野
の

妹
いも

子
こ

　　　イ　藤
ふじわら

原
の

道
みちなが

長　　　ウ　中
なかとみ

臣
の

鎌
かまたり

足　　　エ　源
の

頼
よりとも

朝

じょう

しょう

しょう

みなもと
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Ｂ　面 Ｂ　面

⑵ 　二人が明
あ か し

石市内をめぐった翌日に当たる
3 月 28 日の日の出直前、明石市のそらさん
の家から、南の空に左側が明るい半月が見
えました。図 2 は、そのときの空のようす
を模式的に表したものです。①、②の問い
に答えなさい。

　① 　図 3 は、月に見立てたボールに、太陽に見立てた電灯の光を一方向から当て、光の当 
たっている部分が中心にいる観測者からどのような形に見えるかを調べる実験を真上か 
ら見たようすを模式的に表したものです。また、図 3 中のＡ～Ｈの　 は、月に見立て 
たボールの位置を表しており、白いところは光の当たっている部分、黒いところは光 
の当たっていない部分を表しています。

　　 　図 3 中のＡ～Ｈのうち、観測者から見たボールの光の当たっている部分の形が、左側 
が明るい半月の形に最も近いと考えられるものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

　② 　同じ年の 4 月 19 日の日の出直前にも、明石市のそらさんの家から月が見えました。
このときにそらさんの家から見えた月について、⒤、ⅱの問いに答えなさい。

　　⒤ 　次のア～エのうち、このときにそらさんの家から見えた月の形に最も近いと考え
られるものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。また、どのように考えて答えを導
き出したかを、月の形の見え方がどのように変化していくかということにふれなが
ら、簡潔に説明しなさい。ただし、月の形の見え方を考える際、その大きさやかた
むきは考えなくてよいものとします。

　　ⅱ 　次のオ～キのうち、このときにそらさんの家から見えた月があった位置に最も近
いと考えられるものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

図 2 左側が明るい半月

南 西東

図 3 Ａ
Ｈ

Ｇ

Ｆ
Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

観測者

太
陽
に
見
立
て
た
電
灯
の
光

エウイア

オ

カ

キ

南 西東

⑶ 　家に帰ったあと、明石城のある明石公園が「さくら名所 100 選の地」に選ばれている 
ことを知ったるいさんは、「さくら名所 100 選の地」に選ばれている場所があるいくつか 
の都市について、位置やサクラの開花日や気温などを調べて比べました。

　 　資料 1 は、秋田県秋田市、福島県福島市、大阪府大阪市、兵庫県明石市、山口県岩
いわ

国
くに

 
市それぞれの位置と 2019 年のサクラの開花日を書きこんだもので、資料 2 は、2019 年 3 
月の日ごとの最高気温の平均と 2019 年の 3 月 21 日（春分の日）の日の出の時刻、日の 
入りの時刻、昼の長さを、都市ごとにまとめたものです。また、【まとめ】は、資料 1 と 
資料 2 から読み取った内容をるいさんがまとめたものです。①、②の問いに答えなさ 
い。なお、資料 2 中の「昼の長さ」は、日の出から日の入りまでの時間を表しています。

資料 2
2019 年 3 月
の日ごとの
最高気温の
平均（℃）

2019 年の 3 月 21 日
＜春分の日＞

日の出の
時刻

日の入り
の時刻

昼の長さ

秋田市 9.5 5：43 17：52 12 時間 9 分

福島市 13.2 5：41 17：50 12 時間 9 分

大阪市 14.8 6：01 18：10 12 時間 9 分

明石市 13.7 6：03 18：12 12 時間 9 分

岩国市 15.1 6：14 18：23 12 時間 9 分

（気象庁の資料により作成）

　【まとめ】

　資料 1 と資料 2 から、2019 年の秋田市、福島市、大阪市、明石市、岩国市の 5 都市 
においては、3 月 21 日の昼の長さが ⓐ ことと、日の出と日の入りの時刻が 

ⓑ ことがわかった。また、この 5 都市におけるサクラの開花日は、2019 年 3 月 
の日ごとの最高気温の平均が ⓒ ことが読み取れた。

　① 　【まとめ】中の ⓐ 、 ⓑ に入る適切なことばを、 ⓐ はア～ウから、 
ⓑ はエ～カから、それぞれ一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。

　　　ⓐ　ア　北にある都市よりも南にある都市の方が長い
　　　　　イ　東にある都市よりも西にある都市の方が短い
　　　　　ウ　都市の緯度や経度にかかわらず、変わらない

　　　ⓑ　エ　北にある都市よりも南にある都市の方が早い
　　　　　オ　東にある都市よりも西にある都市の方がおそい
　　　　　カ　都市の緯度や経度にかかわらず、変わらない

　② 　【まとめ】中の下線部には、資料 1 と資料 2 から読み取れる、2019 年の 5 都市に 
おける、サクラの開花日と 3 月の日ごとの最高気温の平均との関係が書かれています。 

ⓒ に入る適切なことばを 14 字以内で書きなさい。

秋田市 
4/16 

資料 1

北緯 30°

東経 
140°

北
ほく

緯
い

40°

明石市 
3/28

大阪市
3/27 

福島市
4/5 

（   は現在の県界を示す）
（気象庁の資料などにより作成）

岩国市
3/24 

東経 
130° 
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Ｃ　面 Ｃ　面

⑷ 　るいさんは、サクラの開花について調べたあと、アサガオの開花についても調べる中で、 
ある資料を見つけ、アサガオに花のつぼみができるかどうかには、アサガオに光が当たる時 
間と当たらない時間が関係することを知りました。①、②の問いに答えなさい。

　① 　アサガオの花のつくりの中で、受粉後に実になる部分があるものはどれですか。次
のア～エのうち、最も適しているものを一つ選び、記号を○で囲みなさい。

　　　ア　花びら　　　イ　がく　　　ウ　おしべ　　　エ　めしべ

　② 　資料 3 は、るいさんが見つけた資料ですが、資料 3 中の図 4 は一部がよごれて見え
なくなっています。あとの問いに答えなさい。

　　資料 3

　子葉以外の葉が 5 枚ついている、ほぼ同じ大きさのＡ～ J のアサガオの鉢
はち

植
う

えを 
用意して、一日中照明がついている明るい部屋に置き、一日 24 時間のうちの光を 
当てる時間と当てない時間を、箱をかぶせることによって変えた。これを毎日くり 
返してＡ～Ｊのアサガオを 3 週間育て、その 3 週間のうちにつぼみができたものを 
○、できなかったものを×として記録した。これらをまとめたものが図 4 である。
　なお、アサガオを育てる際、光を当てる時間と当てない時間以外の条件はすべて 
同じにした。

（   は光を当てる時間、 　は光を当てない時間を表している）
アサガオ

光を当てる時間と当てない時間
つぼみ

○
○
○
×
×
×
○
×
×

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ

図 4 アサガオに光を当てる時間と当てない時間および3週間のうちにつぼみができたかどうか

0 〔時間〕126 2418

　　問い 　次の文章は、るいさんが、図 4 中に示されている結果をもとに考察して考えを 
まとめたものです。文章中の ⓓ 〔　　　〕、 ⓕ 〔　　　〕、 ⓖ 〔　　　〕から適して 
いるものをそれぞれ一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。また、 ⓔ に当て 
はまる整数のうち最も小さい整数を書きなさい。ただし、アサガオにつぼみがで 
きるかどうかは、図 4 中に示されている、光を当てる時間と当てない時間だけで 
決まるものとします。

　Ａ～Ｆのアサガオの結果から、この実験においてアサガオにつぼみができた 
のは、光を ⓓ 〔ア　当てる　　イ　当てない〕時間が ⓔ 時間以上のとき 
であったと考えられる。また、ＨとＩのアサガオは、この条件を満たしている 
にもかかわらずつぼみができなかったことから、光を ⓕ 〔ウ　当てる 
エ　当てない〕時間は連続している必要があると推測できる。
　これらのことから、よごれて結果が見えなくなっているＪのアサガオには、 
ⓖ 〔オ　つぼみができた　　カ　つぼみができなかった〕と考えられる。

 　りんさんとかいさんは、生活や仕事に必要な製品をつくる日本の工業に関することについ 
て調べました。⑴、⑵の問いに答えなさい。

⑴ 　りんさんは、日本の工業の移り変わりに関することについて調べました。①～④の問
いに答えなさい。

　① 　日本では、明
めい

治
じ

時代に多くの官営工場がつくられました。次のア～エは、明治時 
代に起こったできごとです。ア～エをできごとが起こった順に並べかえて、記号を 
書きなさい。

　　　ア　日
にっしん

清戦争が起こった。　　　　　　イ　富
とみ

岡
おか

製
せい

糸
し

場が完成した。
　　　ウ　第 1 回帝

てい

国
こく

議
ぎ

会
かい

が開かれた。　　　エ　ノルマントン号事件が起こった。

　② 　次の文章は、りんさんが、明治時代の工業について調べる中で知った足
あし

尾
お

銅
どう

山
ざん

鉱
こう

毒
どく

事件についてまとめたものです。文章中の ⓐ 〔　　　〕から最も適しているもの 
を一つ選び、記号を〇で囲みなさい。また、文章中の（　ⓑ　）に入る人物の名前 
を漢字 4 字で書きなさい。

　足尾銅山の工場から出た有害なけむりは山林をからし、銅山から流れた有毒物質で 
川がよごれ、人々の生活に被

ひ

害
がい

をもたらしました。 ⓐ 〔ア　衆議院　　イ　参議院 
ウ　貴族院〕の議員であった（　ⓑ　）は、足尾銅山における銅の生産をやめること 
や被害にあった人々の救済を政府にうったえました。

2

じょう
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Ｄ　面 Ｄ　面

　③ 　りんさんは、日本の貿易に関することについても調べました。図 1 は、1960 年と
2021 年における日本の輸出総額と輸出総額にしめる割合が高い上位 5 品目を、図 2
は、1960 年と 2021 年における日本の輸入総額と輸入総額にしめる割合が高い上位 5
品目をそれぞれ示したものです。あとのア～エのうち、図 1 と図 2 から読み取れる内
容として正しいものをすべて選び、記号を〇で囲みなさい。

　　　ア 　輸出と輸入のいずれについても、1960 年におけるそれぞれの総額にしめる割
合が最も高い品目は、2021 年におけるそれぞれの総額にしめる割合が高い上位 
3 品目にふくまれていない。

　　　イ 　輸出について、1960 年と 2021 年とを比べると、輸出総額にしめる機械類の割合 
と輸出総額にしめる鉄鋼の割合はいずれも増加している。

　　　ウ 　輸入について、1960 年と 2021 年とを比べると、輸入総額にしめる石油の割合は 
減少しているが、石油の輸入額は増加している。

　　　エ 　 2021 年において、機械類の輸出額と機械類の輸入額はいずれも 30 兆円以上である。

　④ 　りんさんは、日本の工業地帯・工業地域の近年の工業生産額を比べたところ、1999 
年以降、中京工業地帯の工業生産額が最も大きいことがわかりました。次のア～エ 
のうち、中京工業地帯の一部がある平野として最も適しているものを一つ選び、記号 
を〇で囲みなさい。

　　　ア　筑
つく

紫
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ない
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えち
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ご

平野　　　エ　濃
のう

尾
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平野

に ほんこくせい ず え

機械類
25％

石油
11％

液化ガス
6％医薬品
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その他
50％

衣類
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2021 年 輸入総額 84.9 兆円 

図 1 日本の輸出総額とその内訳 
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繊維品
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機械類
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鉄鋼
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自動車
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鉄鋼
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プラスチック
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図 2 日本の輸入総額とその内訳 

繊維原料
18％

機械類
7％

石油
13％

その他
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鉄くず
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鉄鉱石
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魚介類 
4％ 

ぎょかい

（『日本国勢図会』2023/24 年版により作成）

（『日本国勢図会』2023/24 年版により作成）

ちゅうきょう

しょう

⑵ 　かいさんは、日本の工業の発展において重要な役割をになってきた火力発電に関す 
ることについて調べました。①、②の問いに答えなさい。

　① 　図 3 は、発電する力が大きい火力発電所（最大出力 200 万＊kW 以上の火力発電所）
の場所を示したものです。表は、2021 年の日本における石油、石炭、天然ガスそれぞ 
れの＊輸入依

い

存
そん

率と総輸入量にしめる船による輸入量の割合を示したものです。【メモ】 
は、火力発電に関することについてかいさんがまとめたものです。あとの問いに答 
えなさい。

　　　＊ kW：キロワット。電力を表す単位。　＊輸入依存率：輸入にたよっている割合。

表　  2021 年における輸入依存率 
と船による輸入量の割合

輸入依存率
船による輸
入量の割合

石油 99.7 ％ 100 ％

石炭 99.7 ％ 100 ％

天然ガス 97.8 ％ 100 ％

（財務省の資料などにより作成）

　　【メモ】

［火力発電のしくみ］
・燃料は、石油、石炭、天然ガスである。
・燃料を燃やして得た熱で水をわかして水蒸気に変え、その力で発電する。

［火力発電所がある場所］
・図 3 から火力発電所は ⓒ 場所にあることがわかる。

［図 3 で示された場所に火力発電所があることの利点］
・火力発電を行うときに使う大量の水が確保できる。
・ 表からわかるように、日本で消費されている石油、石炭、天然ガスのほとん 

どが ⓓ ので燃料を発電所に運び入れるのに便利である。

図 3 

（   は現在の県界を示す） 
（資源エネルギー庁の資料などにより作成） 

発電する力が大きい火力発電所の場所

※図 3 の情報は 2021 年 3 月時点のものである。
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Ｅ　面 Ｅ　面

　　問い 　【メモ】中の ⓒ 、 ⓓ に入る適切なことばを、次の条件 1、2 にした 
がって書きなさい。

　　　　　条件 1 　 ⓒ には、発電する力が大きい火力発電所がどのような場所にある 
かについて、図 3 から読み取れることを書きなさい。また、 ⓓ には、 
輸入依

い

存
そん

率と船による輸入量の割合それぞれについて、表から読み取れ 
ることを書きなさい。

　　　　　条件 2 　 ⓒ は 5 字以内、 ⓓ は 30 字以内でそれぞれ書きなさい。

　② 　かいさんは、地球温暖化対策の一つとして、日本の総発電量にしめる火力発電によ
る発電量の割合を減らす計画が 2021 年に閣議で決定されたことを知りました。次の
ア～エのうち、内閣の仕事として正しいものをすべて選び、記号を〇で囲みなさい。

　　　ア　外国と条約を結ぶ。　　　　　イ　衆議院の解散を決める。
　　　ウ　内閣総理大臣を指名する。　　エ　法律が憲法に違

い

反
はん

していないか審
しん

査
さ

する。

 　次の⑴、⑵の問いに答えなさい。

⑴　金属の性質について、①、②の問いに答えなさい。

　① 　図 1のような1 辺が 20 cm の正方形の形をし 
た厚さ 1 mm の均一な銅の板の表側のア～エの 
位置にそれぞれ同じ量のろうをぬり、図 1 中 
の の位置を図 2 のように銅の板の裏側から 
実験用ガスコンロで熱します。銅の板が熱 
せられて、温まったところからろうがとけ

　　 始めます。銅の板にぬったろうは、どの順番でとけ始めると考えられますか。ア～エ 
をろうがとけ始める順に並べかえて、記号を書きなさい。

　② 　金属は温度が上がると体積が大きくなるという性質があり、まっすぐな棒状の金属 
（以下、棒とします）は、図 3 のように一方のはしを固定して温度を上げると、固定 
されていない方向（図 3 中の の方向）にのびます。棒全体の温度が 1 ℃上がるご 
とにのびる長さは、金属の種類によって決まっており、表 1 は、長さが 10 m の、アル 
ミニウム、銅、鉄の棒について、温度が 1 ℃上がるごとにのびる長さをまとめたもの 
であり、のびる長さは、のびる前の棒の長さに比例します。ⅰ～ⅲの問いに答えな 
さい。ただし、棒はまっすぐのびるものとし、太さの変化は考えないものとします。 
なお、図 3 ～ 図 5 中の　は、棒の長さを省略していることを表しています。

表 1 　 長さが 10 m の、アルミニウム、銅、鉄の 
棒全体の温度が 1 ℃上がるごとに棒がのびる長さ

金属の 
種類

アルミ 
ニウム

銅 鉄

のびる 
長さ

0.23 mm 0.17 mm 0.12 mm

3

ア

ウ

エ

イ 
図 1

10cm

10cm 図 2 

図 3
温度が上がる前の棒

温度が上がったときの棒

固定する
部分

棒がのびる方向

のびる
長さ

　　ⅰ 　アルミニウム、銅、鉄のいずれかでできた棒Ｘ、棒Ｙがあります。0 ℃のときに 
10 m であった棒Ｘ全体の温度を、0 ℃から 40 ℃にすると、棒Ｘは 9.2 mm のびました。 
また 10 ℃のときに 20 m であった棒Ｙ全体の温度を、10 ℃から 40 ℃にすると、棒Ｙ 
は 7.2 mm のびました。棒Ｘ、棒Ｙは、それぞれどの金属でできたものだと考えられ 
ますか。次のア～ウのうち、最も適しているものをそれぞれ一つずつ選び、記号を 
○で囲みなさい。

　　　　ア　アルミニウム　　　イ　銅　　　ウ　鉄

　　ⅱ 　図 4 のように、長さが 25 m である 0 ℃の鉄の棒 2 本を、すき間をあけて置きまし 
た。2 本の鉄の棒全体の温度を 50 ℃まで上げると図 5 のように、ちょうどすき間が 
なくなり 2 本の鉄の棒が一直線になりました。0 ℃のときに置いた 2 本の鉄の棒の 
間には何 mm のすき間があったと考えられますか。求めなさい。

　　ⅲ 　図 6 のような時計は、ふりこが 1 往復する時間が一定であるという性質を利用して 
います。このような時計は、ふりこが金属でできている場合、温度によってふりこ 
の長さが変化するため、ふりこが 1 往復する時間が変わり、時計が実際の時刻から進 
んだり遅

おく

れたりすることがあります。
　　　 　図 7 は、図 6 中のふりこを模式的に表したものです。あとの文章は、図 7 中のじく 

が、表 1 に示したアルミニウム、銅、鉄それぞれでできた三つの時計について考え
たことをまとめたものです。文章中の ⓐ 〔　　　〕、 ⓑ 〔　　　〕から適しているも
のをそれぞれ一つずつ選び、記号を○で囲みなさい。ただし、図 7 中のじくがのび
る長さは、温度だけで決まるものとし、おもりの変化やじくの重さは考えないもの
とします。

・ じくが表 1 中のどの金属であったとしても、じく全体の温度が 5 ℃のときと 
35 ℃のときとで比べると、ふりこが 1 往復する時間が短いのは、 ⓐ 〔ア　 5 ℃ 
イ　 35 ℃〕のときであると考えられる。

・ アルミニウム、銅、鉄のうち、じく全体の温度を 5 ℃から 35 ℃にしたときの ふり 
こが 1 往復する時間の変化が最も小さいのは、じくが ⓑ 〔ウ　アルミニウム 
エ　銅　　オ　鉄〕でできている時計であると考えられる。

図 5図 4

すき間

鉄の棒 鉄の棒 鉄の棒 鉄の棒

25m 25m

固定する
部分

固定する
部分

固定する
部分

固定する
部分

図 6 

ふりこ 

図 7 

ふりこの長さ 

おもり

じく
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Ｆ　面 Ｆ　面

⑵ 　しおりさんは、電気に関するさまざまな実験を行いました。①～④の問いに答えなさ
い。

　① 　しおりさんは 図 8 のような回路をつくりまし 
た。この回路の回路図（記号で表した回路）を、 
かん電池は　 　 　、豆電球は　 　 　、スイッチ 
は　 　 　の記号を使ってかきなさい。

　② 　しおりさんが通う学校の階段には、図 9 のような、1 階のスイッチで点灯し 2 階のス 
イッチで消灯することができ、また、2 階のスイッチで点灯し 1 階のスイッチで消灯す 
ることもできるようになっている照明があります。しおりさんは、この照明のしくみ 
について調べました。すると、図 10 のような電流の通り道を切り替

か

えることができる 
スイッチ（以下、切り替えスイッチとします）が 1 階と 2 階でそれぞれ 1 個ずつ用い 
られていることを知りました。

切り替えスイッチを用いることで、電流の通り道を、 
Ｘを通る場合（ ）と、Ｙを通る場合（ ） 
の二通りにかえることができる。

　　 　学校の階段の照明と同じしくみになっている回路を、しおりさんは図 10 を参考に、
　　豆電球とかん電池と 2 個の切り替えスイッチを用いてつくりました。次のア～エのう
　　 ち、しおりさんがつくった回路として適しているものを一つ選び、記号を○で囲みな

さい。
　　　※ 　ア～エの図中の切り替えスイッチは、必ず　 　 　 か　 　 　 のどちらかの状 

態になっているものとします。

かん電池 
＋ 

＋ 
－

－

豆電球 スイッチ図 8

図 9

1 階 

2 階 

図 10 切り替え 
スイッチ 

Ｙ

Ｘ

ア イ ウ エ

－ ＋＋ － ＋－ ＋－ 

1階の
スイッチ

2 階の
スイッチ

1階の
スイッチ

2 階の
スイッチ 1階の

スイッチ

2 階の
スイッチ 1階の

スイッチ 2 階の
スイッチ

　③ 　しおりさんは電磁石について調べるために、100 回まきの 
コイルを用いて図 11 のような装置をつくりました。この装 
置のスイッチを入れると、方位磁針Ｐの針の向きは図 12 の 
ようになりました。図 11 中の装置を次のⓐ、ⓑのそれぞれ 
の条件に変えてスイッチを入れると、方位磁針Ｑの針の向き 
はそれぞれどのようになると考えられますか。あとのア～エ 
のうち、最も適しているものをそれぞれ一つずつ選び、記号 
を○で囲みなさい。なお、図 12 は方位磁針Ｐの右にコイル 
が位置するように、ア～エの図は方位磁針Ｑの左にコイルが 
位置するように、それぞれを真上から観察したものです。

　　 　ただし、地球による方位磁針への影
えい

響は考えないものとします。

　　　ⓐ　コイルのまき数を 2 倍にする
　　　ⓑ　電流の流れる向きが反対になるようにかん電池を接続しなおす

　④ 　図 13 のような、Ａ～Ｄの鉄のねじがついている装置があります。この装置の中では、 
かん電池 2 個とＡ～Ｄの鉄のねじが、あとのア～オのいずれかのように導線でつなが 
れています。表 2 は、しおりさんが図 14 に示した豆電球のＥとＦの導線を、図 13 の 
装置のＡ～Ｄの鉄のねじのうちの 2 か所につなぎ、豆電球のようすを調べた結果をま 
とめたものです。表 2 から考えると、この装置の中のかん電池と鉄のねじのつなぎ方 
はどのようになっていると考えられますか。あとのア～オのうち、表 2 の結果になる 
かん電池のつなぎ方として適しているものをすべて選び、記号を○で囲みなさい。

表 2
Ｆとつないだ鉄のねじ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

×：豆電球が光らなかった
〇：豆電球が光った
◎：豆電球が〇よりも明るく光った

Ｅ
と
つ
な
い
だ 

鉄
の
ね
じ

Ａ ○ ○ ○

Ｂ ○ × ◎

Ｃ ○ × ◎

Ｄ ○ ◎ ◎

図 11

方位磁針Ｐ 鉄のくぎ

＋－

方位磁針Ｑ

図 12
Ｎ極 

方位磁針Ｐ

スイッチ

コイル
かん電池

きょう

ア イ ウ エ

図 13
Ａ Ｄ

Ｂ Ｃ

Ｅ Ｆ

図 14
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