
2022年度 
 

 

和歌山信愛中学校 

Ａ日程（午前） 

 

入学試験 

理 科 
（40分 70点） 

 
受験上の注意 

 

1. この問題冊子は、1ページから 14ページまであります。 

開始のチャイムが鳴ったら、確認して始めなさい。 

 

2. 受験番号は、問題冊子と解答用紙の両方に書きなさい。 

 

3. 解答は、すべて解答用紙に書きなさい。 

 

4. 終了のチャイムが鳴ったら、問題冊子の上に、解答用紙を開いたまま裏

返して置きなさい。 

 

5. 問題用紙、解答用紙を切ったり、折ったりしてはいけません。 

 

 

 
受験番号 
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１．次の(１)～(６)の問いに答えなさい。 

 

(１) 次の文章の( ① )～( ③ )にあてはまる語句として正しいものの組み合わせを、下の

(ア)～(カ)から１つ選び、記号で答えなさい。 

 

電気をたくわえることができる部品に( ① )というものがあります。同じ量の電気をたく

わえている２つの( ① )をそれぞれ発光ダイオードと豆電球につないだところ、両方光りま

した。発光ダイオードと豆電球の光っている時間を計ったところ、( ② )の方が長い間光っ

ていました。これは( ② )の方が発生する( ③ )が少ないためと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) かん電池の＋(プラス)極と－(マイナス)極をモーターや発光ダイオードにつなぎ、モータ

ーの回転方向や発光ダイオードの光り方を確かめました。次の(ア)～(オ)から正しいものを

２つ選び、記号で答えなさい。 

 

(ア) モーターは、かん電池の＋極と－極のつなぎ方に関係なく回転し、回転方向も電池の

つなぎ方に関係なく同じであった。 

(イ) モーターは、かん電池の＋極と－極のつなぎ方に関係なく回転するが、回転方向は電

池のつなぎ方を逆にすると、逆になった。 

(ウ) モーターは、かん電池の＋極と－極のつなぎ方によって、回転する場合と回転しない

場合があった。 

(エ) 発光ダイオードは、かん電池の＋極と－極のつなぎ方に関係なく、光った。 

(オ) 発光ダイオードは、かん電池の＋極と－極のつなぎ方によって、光る場合と光らない

場合があった。 

  

 ① ② ③ 

(ア) コンデンサー 発光ダイオード 光 

(イ) コンデンサー 豆電球 熱 

(ウ) コンデンサー 発光ダイオード 熱 

(エ) コイル 豆電球 光 

(オ) コイル 発光ダイオード 光 

(カ) コイル 豆電球 熱 
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(３) かん電池と豆電球を用いて、図１のような回路をつくりました。

次の(ア)～(エ)のうち、図１の回路よりも豆電球が明るく光るも

のはどれですか。すべて選び、記号で答えなさい。ただし、かん

電池と豆電球は同じものを使っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) (３)の(ア)～(エ)には、まちがったかん電池のつなぎ方をしており、危険なものがあります。

(３)の(ア)～(エ)から１つ選び、記号で答えなさい。 

 

(５) 地球温暖化の原因の一つとされる二酸化炭素を出さない発電方法の一つとして、光電池が

着目されています。光電池について、次の(ア)～(エ)から正しくないものを１つ選び、記号

で答えなさい。 

 

(ア) 光電池は、光を利用して発電しており、くもりの日は晴れの日よりも発電しにくい。 

(イ) 太陽光をたくさん吸収するためには、日本では光電池を南向きに設置するとよい。 

(ウ) たくさん発電するためには、設置する光電池の数を増やす必要があるので、メガソー

ラーは広大な土地に設置される。 

(エ) 光電池は、光が当たると電気をたくわえることができる。そのため、日中に電気をた

くわえて、夜にその電気を使うことができる。 

 

  

図１ 

(ア) (イ) (ウ) (エ) 
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ある固体 A を、水にとかせるだけとかした水よう液を、固体 A の「ほう和水よう液」とい

います。下の表は、いろいろな温度の水 100g に固体 A をとかしてつくったほう和水よう液の

重さを表しています。 

 

 

 

 

 

(３) 40℃、100g の水に固体 A をとけるだけとかしました。このときとけた固体 A の重さは

何 g ですか。 

 

(４) 80℃、50g の水に固体 A をとけるだけとかしました。このときとけた固体 A の重さは何

g ですか。 

 

(５) 80℃、50g の水に固体 A をとけるだけとかしました。この水よう液の温度を 20℃にした

ときにでてきた固体 A の重さは何 g ですか。 

 

(６) 80℃、50g の水に固体 A を 70g とかしました。この水よう液の温度を 60℃にしたとき

にでてきた固体 A の重さは何 g ですか。 

 

(７) 自動
じ ど う

販売機
はんばいき

であたたかい炭酸飲料は売っていません。これはなぜですか。次の(ア)～(エ)

から最も適切なものを１つ選び、記号で答えなさい。 

 

(ア) 気体の二酸化炭素は、水の温度を上げるととけにくくなるから。 

(イ) 気体の二酸化炭素は、水の温度を上げるととけやすくなるから。 

(ウ) 気体の酸素は、水の温度を上げるととけにくくなるから。 

(エ) 気体の酸素は、水の温度を上げるととけやすくなるから。 

 

  

水の温度 20℃ 40℃ 60℃ 80℃ 

ほう和水よう液の重さ 132 g 164 g 209 g 269 g 
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次の図は、水よう液の酸性またはアルカリ性の強弱の度合いを 0～14 で表したものです。こ

のように、水よう液の酸性またはアルカリ性の強弱の度合いを表したものを pH(ピーエイチ)

といいます。pH は 0 に近いほうが強い酸性、14 に近いほうが強いアルカリ性を示していま

す。また pH が 7 に近づくほど酸性またはアルカリ性の性質は弱くなります。 

 

 

 

(８) 中性の水よう液では、pH はいくらになりますか。整数で答えなさい。 

 

(９) レモンの汁
しる

は、炭酸飲料に比べて強い酸性の性質を示します。レモンの汁の pH の数値

はいくらになりますか。次の(ア)～(エ)から最も適切なものを 1 つ選び、記号で答えなさ

い。 

 

(ア) 2 (イ) 5 (ウ) 8 (エ) 12 

  

す 

ざ
い 

か
ん 
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理科の試験問題は次に続きます。 
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[Ⅱ] ヒトのからだの中には、血液が流れています。血液は( ① )から吸収された栄養分や

( ② )で取り入れられた酸素を全身に運びます。血液がたえず全身の血管の中を流れてい

るのは、( ③ )が血液を全身に送り出すポンプのようなはたらきをしているからです。 

 

(６) 上の文章中の( ① )～( ③ )にあてはまる臓器を、次の(ア)～(エ)からそれぞれ１つず

つ選び、記号で答えなさい。 

 

 (ア) かん臓 (イ) 心臓 (ウ) 小腸 (エ) 肺 

 

(７) 上の文章中の下線部について、( ③ )は、ちぢんだりゆるんだりして、全身に血液を送

り出しています。このことより( ③ )は何でできていることがわかりますか。 

 

(８) 図５は、ヒトのからだの中の血液の流れを表したものです。酸素が多い血液が流れている

部分を(ア)～(カ)から 3 つ選び、記号で答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５ 

(ア) 

(イ) 

(ウ) 

(エ) 

(オ) 

(カ) 
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(９) (８)の図 5 中の 3 種類の矢印はそれぞれ何の移動を表していますか。次の(ア)～(カ)から 1

つ選び、記号で答えなさい。 

 

    

(ア) 酸素 二酸化炭素 栄養分 

(イ) 酸素 栄養分 二酸化炭素 

(ウ) 二酸化炭素 酸素 栄養分 

(エ) 二酸化炭素 栄養分 酸素 

(オ) 栄養分 酸素 二酸化炭素 

(カ) 栄養分 二酸化炭素 酸素 

 

 

 

(10) 血液は、栄養分や酸素以外に、体内でできた不要なものも運びます。血液中の不要なもの

を水とともにこし出す臓器は何ですか。その名前を答えなさい。また、こし出されてでき

た液体を何といいますか。 
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４．次の文章を読み、あとの(１)～(９)の問いに答えなさい。 

 

図１の A・B は、和歌山市で、ある日の 18 時と 19 時に月を観察し、その形と位置を記録し

たものです。図２の D・E は、同じ日の同じ場所で、19 時と 21 時にカシオペヤ座を観察し、

その位置を記録したものです。また、図２のＣは 19 時と 21 時で同じ位置に観察された星を表

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 図１・図２の①～④には、東・西・南・北の方位のうちのいずれかが入ります。①～④に

入る方位を、次の(ア)～(エ)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

ものをくり返し選んではいけません。 

 

 (ア) 東 (イ) 西 (ウ) 南 (エ) 北 

 

(２) 月について説明した文として正しいものはどれですか。次の(ア)～(オ)から２つ選び、記

号で答えなさい。 

 

(ア) 月はみずから光を出して明るくかがやいている。 

(イ) 月のかがやいている側には太陽がある。 

(ウ) 図１のように月が見えた日から約１週間で満月が見えるようになる。 

(エ) 図１のように月が見えた日から約２週間で満月が見えるようになる。 

(オ) 図１のように月が見えた日から約３週間で満月が見えるようになる。 

 

  

Ａ 

 
Ｂ 

→② 

 

①  

図１ 

→④ ③ 

Ｄ 

Ｃ 

Ｅ 

図２ 







 

理科の試験問題はこれで終わりです。 

 







 

 

2022年度 
 

 

和歌山信愛中学校 

B日程 

 

入学試験 

理 科 
（40分 70点） 

 
受験上の注意 

 

1. この問題冊子は、1ページから 17ページまであります。 

開始のチャイムが鳴ったら、確認して始めなさい。 

 

2. 受験番号は、問題冊子と解答用紙の両方に書きなさい。 

 

3. 解答は、すべて解答用紙に書きなさい。 

 

4. 終了のチャイムが鳴ったら、問題冊子の上に、解答用紙を開いたまま裏

返して置きなさい。 

 

5. 問題用紙、解答用紙を切ったり、折ったりしてはいけません。 

 

 
受験番号 
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１．てこについて、次の(１)～(５)の問いに答えなさい。 

 

(１) 次の文章の( ア )～( エ )には「長い」・「短い」のどちらかが入ります。「長い」が入

るものをア～エからすべて選び、記号で答えなさい。 

 

てこは、棒の一点を支えにして、棒の一部に力を加えることで、ものを動かすことが

できるものである。てこでは、支点から力点までのきょりが( ア )ほど、また支点から

作用点までのきょりが( イ )ほど、作用点での力が大きくなる。 

てこを利用した道具に、はさみやピンセットがある。はさみは刃
は

の先と根元では、根

元の方が支点から作用点までのきょりが( ウ )ので、楽に切ることができる。また、ピ

ンセットでは、力点よりも作用点の方が支点からのきょりが( エ )ので、細かい作業に

向いている。 
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(４) ②～⑩のうち、B のつぶが入っていないものはどれですか。②～⑩からすべて選び、番号

で答えなさい。 

 

(５) ②～⑩のうち、A のつぶが入っていなくて、B、C 両方のつぶが入っているものはどれで

すか。②～⑩からすべて選び、番号で答えなさい。 

 

(６) ②～⑩のうち、A と B のつぶが同じ個数ずつ入っているものはどれですか。②～⑩から

すべて選び、番号で答えなさい。 
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理科の試験問題は次に続きます。 
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３．植物について、次の文章を読み、(１)～(６)の問いに答えなさい。 

 

春になると、いろいろな植物の種子が芽を出します。どうして春になると芽を出すのか調べ

るため、マリアさんは実験をしようと考えました。 

そこでマリアさんは、種子の発芽に必要な条件を次のように４つ予想しました。 

 

  A   

  B   

適当な温度（25℃） 

空気 

 

 マリアさんは、この４つの条件をいろいろに組み合わせて、インゲンマメの種子が発芽する

かどうかを確かめる実験をすることにしました。 

 

(１) インゲンマメの種子の発芽に条件 A と条件 B が必要かどうかを確かめるために、次の表

のような４つの条件を組み合わせた実験（実験１～実験４）を計画しました。表の中では、

それぞれの条件が「ある」場合は〇を、それぞれの条件が「ない」場合は×を示していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 条件 A が必要かどうかを判断するためには、どの実験とどの実験の結果を比べるとよい

ですか。次の(ア)～(エ)から１つ選び、記号で答えなさい。 

 

 (ア) 実験１と実験２ (イ) 実験１と実験３ 

 (ウ) 実験１と実験４ (エ) 実験３と実験４ 

  

 A B 適当な温度 空気 

実験１ ○ ○ ○ ○ 

実験２ × × 〇 〇 

実験３ 〇 × 〇 〇 

実験４ × 〇 〇 〇 

予想した４つの条件 
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② 条件 B が必要かどうかを判断するためには、どの実験とどの実験の結果を比べるとよい

ですか。次の(ア)～(エ)から１つ選び、記号で答えなさい。 

 

 (ア) 実験１と実験２ (イ) 実験１と実験３ 

 (ウ) 実験１と実験４ (エ) 実験３と実験４ 

 

③ 実験１～実験４の結果は次のようになりました。この結果より、条件Aと条件B のうち、

発芽に必要なものは何だとわかりますか。下の(ア)～(エ)から１つ選び、記号で答えなさい。 

 

 

 

 

(ア) 条件 A のみ 

(イ) 条件 B のみ 

(ウ) 条件 A と条件 B の両方 

(エ) 条件 A も条件 B もどちらも必要ではない 

 

 

④ マリアさんが考えていた条件 A と条件 B は光か水のどちらかでした。③より、条件 A は

どちらですか。 

 

 

 

  

 実験１ 実験２ 実験３ 実験４ 

結果 発芽した 発芽しなかった 発芽しなかった 発芽した 
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(２) ４つの条件のうち、適当な温度と空気についても(１)と同じように実験した結果、両方と

も必要なことが分かりました。これまでの結果をふまえ、マリアさんはインゲンマメの種

子を発芽させるために、ある容器の中に脱脂
だっし

綿をしき、その上にインゲンマメの種子を置

いて、容器にふたをかぶせました。そして、冷蔵庫内(4℃)か理科室(室温 25℃)のどちらか

の場所に置きました。その結果、インゲンマメは発芽しました。これについて、あとの①～

④の問いに答えなさい。ただし、インゲンマメの種子は水中にしずむものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水でしめらせた脱脂綿 

空の容器 多量の水が入った容器 

かわいた脱脂綿 

アルミホイルのふた とう明なプラスチックのふた 

インゲンマメの種子 
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① マリアさんが種子をまく容器として選んだのはどちらですか。次の(ア)・(イ)から正し

いものを選び、記号で答えなさい。 

 

(ア) 空の容器 

(イ) 多量の水が入った容器 

 

② マリアさんが使った脱脂綿はどちらですか。次の(ア)・(イ)から正しいものを選び、記

号で答えなさい。 

 

(ア) かわいた脱脂綿 

(イ) 水でしめらせた脱脂綿 

 

③ マリアさんが使ったふたの説明文として、正しいものはどれですか。次の(ア)～(ウ)か

ら 1 つ選び、記号で答えなさい。 

 

(ア) アルミホイルのふたをかぶせて、種子に光を当てないようにする必要がある。 

(イ) とう明なプラスチックのふたをかぶせて、種子に光を当てる必要がある。 

(ウ) 種子に光が当たっても当たらなくてもよいので、どちらのふたをかぶせてもよい。 

 

④ 下線部について、マリアさんが置いたのはどちらですか。次の(ア)・(イ)から正しいも

のを選び、記号で答えなさい。 

 

(ア) 冷蔵庫内 

(イ) 理科室 
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理科の試験問題は次に続きます。 
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(５) 次の図は、地球、月、太陽の位置関係を、地球の北極側から見て示したものです。図３の

ような月が観察されるのは、月がどの位置にあるときですか。次の(ア)～(エ)から１つ選び、

記号で答えなさい。ただし、図では地球、月、太陽の大きさやおたがいのきょりの関係は正

確ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 図４のように、月の暗く欠けて見えないはずの部分が、うっすら見える現象は、地球
ちきゅう

照
しょう

とよばれます。地球照は、太陽からの光が地球ではね返って月を照らすことで起こります。

もし、図３の観察を行った日に、月から地球をながめることができたとすると、地球の明

るくかがやいている部分はどんな形に見えると考えられますか。次の(ア)～(エ)から１つ選

び、記号で答えなさい。 

 

(ア) 満月のように全体がかがやいて見える。 

(イ) 一部が欠け、半分以上がかがやいて見える。 

(ウ) 半分以上が欠け、一部がかがやいて見える。 

(エ) 地球がかがやいて見えることはない。 

地球 太陽 

(ア) (イ) 

 

(ウ) 

 

(エ) 

 






