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２０２１年度 

第１回一般入試 

時間４０分  １００点満点 

 

理 科 
 

受験上の注意 

１．試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。 

２．実施時間は４０分で、１００点満点です。時間配分に注意して解答

してください。 

３．解答は解答用紙にていねいに記入してください。 

４．解答用紙・問題用紙両方に、受験番号、座席番号、名前を記入して

ください。座席番号は、机に貼ってある番号のことです。 

５．試験中は携帯電話の電源を必ず切ってください。 

６．私語や物の貸し借りなどは認めていません。困ったことがある場合

は、手をあげて先生に相談しその指示に従ってください。 

 

 

受験番号          座席番号          

 

 

名  前                       

 

 

聖学院中学校 
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１ 人体について、次の問いに答えなさい。  

問１ 次の文は、消化と吸収および排出
はいしゅつ

について書かれています。  

消化管とは、口から食道、（ ① ）、（ ② ）、（ ③ ）を通ってこう

門までつながる食べものの通り道のことである。（ ① ）や（ ② ）で

消化された養分は、水分とともに（ ② ）で吸収される。  

 養分は血液によって全身に運ばれるが、その一部は（ ④ ）にたくわ

えられ、必要なときに使われる。  

吸収した養分は、体内で使われた後に不要物に変化する。血液中にある  

不要物は、（ ⑤ ）でこし出され、余分な水分とともに（ ⑥ ）となっ  

て、一度ぼうこうにためられて体の外に出される。  

 

（１）文中の①～⑥に当てはまる言葉は何ですか。次のア～クからそれぞれ選

び記号で答えなさい。  

ア 汗
あせ

  イ 尿
にょう

  ウ かん臓  エ すい臓  

 オ じん臓   カ 大腸  キ 小腸  ク 胃  

 

（２）文中の②には、 柔
じゅう

毛
もう

という細かい毛のようなつくりがたくさん見られ、

さらにそれぞれの柔毛の表面は微
び

柔
じゅう

毛
もう

でおおわれています。このようなつ

くりになっている理由は何ですか。次のア～エから選び記号で答えなさい。 

  ア ②の表面積を増やし、吸収の効率をよくするため。  

  イ ②がつくる消化液の量を増やすため。  

  ウ ②に入ってきた食物の逆流を防ぐため。  

  エ ②で繁殖
はんしょく

するウイルスや細菌
さいきん

の活動をおさえるため。  

 

（３）文中の②から④に向かって流れる血液の特徴
とくちょう

は何ですか。次のア～エか

ら選び記号で答えなさい。  

  ア ブドウ糖と脂肪
し ぼ う

が多くふくまれる。  

イ ブドウ糖とアミノ酸が多くふくまれる。  

ウ 酸素が多くふくまれる。  

エ 消化酵素
こ う そ

が多くふくまれる。  
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問２ ヒトの体のしくみについて、 聖
きよし

君と 学
まなぶ

君が本で調べています。次の会

話を読んで、問いに答えなさい。  

聖君「動物の体は約３分の２が水分だって聞いたよ。ヒトの場合もそうなのか

な。学君が持っている本に書いてある？」  

学君「書いてあるよ。成人の男性で、体重の約６０％が水分だよ。それと、体

重の約８％は血液の量だって。」  

聖君「血液はそのくらいかなと思うけど、水はずいぶん多いね。１日に飲む水

の量はそれほど多くないけれど、何Ｌくらい飲んでいるかな？」  

学君「水が出入りしている量は、成人の男性で１日では約２ .５Ｌと書いてある

よ。体内に入る水は、飲み水だけでなくて、食べ物の中にある水分も含む

んだ。だから飲む量だけというのはわからないけど、飲み水と食べ物の水

分の合計で２ .５Ｌだね。体外へ出ていく水は、尿や便だけでなくて呼吸や

汗もあるんだって。」  

聖君「汗は意外と多いかもね。夏におこる熱 中 症
ねっちゅうしょう

は、大量の汗が原因だよ。」  

学君「やはり水分補給が大事だって言われるよね。でもここに『①水分だけを

補給しているとかえって熱中症の症状を悪化させることもあるので注意が

必要』って書いてあるよ。後で読んでみよう。」  

聖君「こっちの本には、熱中症になったら体の中で冷やす場所が出ているよ。

冷たい飲み物をとるだけでなく、体をもっと冷やさないといけないんだね。」 

学君「②冷えた水が入ったペットボトルなどで、首の付け根やわきの下などに

しっかりと当てて冷やすことが効果的なんだって。覚えておこう。」  

 

（１）体重が６５kg の成人の男性では、血液の量は約何Ｌですか。血液１kg

は１Ｌとします。小数点以下を四捨五入して、整数で答えなさい。        

（２）下線部①について、水分以外の何を補給するようにすすめていると考え

られますか。次のア～エから選び記号で答えなさい。  

ア 水分量が急に増えると、血液がうすまり酸素不足になるので、赤血球

のもとになる鉄分も補わなければならない。  

イ 水分量が急に増えると、消化液のはたらきが弱まるので、アルカリ食

品も補わなければならない。  

ウ 血液中の尿素が汗で排出されてしまうので、尿素のもとになるタンパ

ク質も補わなければならない。  

エ 血液中の塩分が汗で排出されてしまうので、水１Ｌあたり１～２ｇの

食塩も補わなければならない。  
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（３）次のＡ～Ｄには、会話の内容と合っているものが２つあります。その２

つはどれですか。下のア～カから選び記号で答えなさい。  

Ａ 飲んだ水が１ .２Ｌだとすると、食事にふくまれた水は１ .３Ｌになる。 

Ｂ 飲んだ水が２ .５Ｌだとすると、汗の量は約２ .５Ｌになる。  

Ｃ 飲んだ水が２ .５Ｌだとすると、体内に吸収される水は１ .５Ｌになる。 

Ｄ 尿と便で１ .６Ｌの水が失われたとすると、呼吸と汗で排出した水分は  

０ .９Ｌになる。  

 

  ア ＡとＢ   イ ＡとＣ   ウ ＡとＤ  

 エ ＢとＣ   オ ＢとＤ   カ ＣとＤ  

  

（４）下線部②について、これらの場所を冷やすことが効果的なのはなぜです

か。次のア～エから選び記号で答えなさい。  

ア 太い動脈が体表の近くにある場所で、大量の血液が速く流れているか

ら。  

イ 太い動脈が体表の近くにある場所で、大量の血液がゆっくり流れてい

るから。  

ウ 太い静脈が体表の近くにある場所で、大量の血液が速く流れているか

ら。  

エ 太い静脈が体表の近くにある場所で、大量の血液がゆっくり流れてい

るから。  
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２ 聖
きよし

君と 学
まなぶ

君は、星の観察をする前に知っておくと役立ちそうなことを調  

べました。  

● 聖君の調べたこと ＜星の基礎
そ

知識＞  

・星の明るさは等級という単位で表す。等級は（ ① ）の大三角形の一つで  

あること座の（ ② ）の明るさを基準として決められて、明るいものから  

順に１等星、２等星、３等星、と分けられている。③私たちの目では６等星  

くらいの星まで見ることができる。  

・星には明るさの他に（ ④   ）にもちがいがある。これは星の表面の温度が  

ちがうためである。  

● 学君の調べたこと ＜星をみつけるためのポイント＞  

・方位を知りたいときは方位磁針を使うか、⑤北極星を見つけると良い。  

・⑥地平線からの高さは角度を使って表す。その角度は腕を前にのばして指や  

手のひらの幅
はば

でおおまかにはかることができる。  

・⑦星座早見を使って、観察する日時に見える星を前もって調べておく。  

・月が明るいと暗い星が見えなくなるので、⑧月明かりのない夜を選んだ方が  

良い。  

 

問１ 空欄
らん

①、②に入る言葉の組み合わせとして正しいものを、次のア～カか

ら選び記号で答えなさい。  

ア ①  夏 ②  デネブ         イ ①  冬 ②  デネブ   

ウ ①  夏 ②  アルタイル    エ ①  冬 ②  アルタイル   

オ ①  夏 ②  ベガ           カ ①  冬 ②  ベガ  

 

問２ 下線部③について聖君は、明るさと等級の関係が分かりやすいように、  

最も暗い６等級の明るさを１として表にまとめました。  

 

    

 

（１）１等級は２等級の何倍の明るさですか。  

（２）このように表すと３等級の明るさはいくつになりますか。小数になった

ときは四捨五入して整数で答えなさい。  

 

問３ 空欄④に適切な言葉を入れなさい。  
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問４ 下線部⑤について下の問いに答えなさい。図は北の空の模式図です。  

 

 

 

  

 

 

 

 

（１）図の北極星の右側にある星座の名前を答えなさい。  

（２）   に入る北斗
と

七星の並び方として正しいものを、次のア～エから選  

び記号で答えなさい。  

ア        イ       ウ       エ 

   

 

 

 

（３）北極星が１年を通して同じ位置に見える理由として正しいものを、次の

ア～エから選び記号で答えなさい。  

ア 北極星は地球と同じように、太陽の周りを公転しているため。  

イ 地球の自転軸
じく

がある北極の真上に見えているため。  

ウ 地球の自転と同じ速度で、北極星も自転しているため。  

エ 北極星を中心に北の空の星が公転しているため。  

 

問５ 下線部⑥について、東京（北緯
い

３６°、東経１３５°）で北極星を見つ  

けたところ、下図のように見えました。手のひら１枚が表す高度として  

最も近いものを、次のア～オから選び記号で答えなさい。  

  ア １０°   

イ ２０°   

ウ ４０°  

エ ６０°  

オ ７０°  
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問６ 下線部⑦について、その模式図を示しました。ＢとＣの方位の組み合  

わせとして正しいものを、次のア～エから選び記号で答えなさい。  

 

ア Ｂ：西  Ｃ：南  

イ Ｂ：西  Ｃ：北  

ウ Ｂ：東  Ｃ：南  

エ Ｂ：東  Ｃ：北  

 

 

問７ 下線部⑧について考えるために、学君は次のような模式図を書いて考え  

ることにしました。これを見ながら月の出入りや南中と月の満ち欠けの関  

係をまとめた表を完成させました。  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）日食や月食が起こるときの月の位置の組み合わせとして、正しいものを

次のア～エから選び記号で答えなさい。  

ア 日食：Ａ  月食：Ｃ     イ 日食：Ｂ  月食：Ｄ  

ウ 日食：Ｃ  月食：Ａ     エ 日食：Ｄ  月食：Ｂ  

   

（２）１２月の夜７時ごろに星の観察をするには、新月のころの他にもう一つ

機会があることがわかりました。それはどの満ち欠けのころですか。次の

ア～エから選び記号で答えなさい。  

ア Ａ    イ Ｂ    ウ Ｃ    エ Ｄ  
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３ てこについて、次の問いに答えなさい。 

問１ 図１は、棒を利用して重い石を動かそ

うとしているところを表しています。  

（１）棒を支えているところはどこですか。

図１のＡ～Ｅから選び記号で答えなさい。 

 

（２）石に力をはたらかせているところはど

こですか。図１のＡ～Ｅから選び記号で

答えなさい。  

 

（３）このように棒を使うしくみを、てこといいます。てこでは、図１のＤの

ようなところを何と呼びますか。  

 

（４）一番小さい力で石を動かすには、どこに力を加えればよいですか。図１

のＢ～Ｅから選び記号で答えなさい。  

 

（５）図１のとき、加える力と距離
き ょ り

について正しいものはどれですか。次のア

～カから２つ選び記号で答えなさい。  

ア ＡからＤまでの距離が短い方が、加える力が小さくてすむ。  

イ ＤからＥまでの距離が長い方が、加える力が小さくてすむ。  

ウ ＡからＢまでの距離が短い方が、加える力が小さくてすむ。  

エ ＡからＢまでの距離が長い方が、加える力が小さくてすむ。  

 オ ＢからＤまでの距離が短い方が、加える力が小さくてすむ。  

カ ＢからＤまでの距離が長い方が、加える力が小さくてすむ。  

 

（６）てこを利用していない道具はどれですか。次のア～エから選び記号で答

えなさい。  

ア のこぎり  イ くぎぬき  ウ ペンチ  エ つめ切り  

 

 

 

 

 

Ａ  
Ｂ  

Ｅ  

Ｄ  

Ｃ  

図１ 
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問２ 図２のように、棒とプラスチック

のコップ、ガラスのコップを使って、

てんびんをつくりました。Ｂは棒の

中心にあります。ただし、棒の重さ

は考えないものとします。  

 

（１）コップに何も入れていないとき、

ＡＢの長さが２cm、ＢＣの長さが  

６cm の位置でてんびんはつりあい

ました。ガラスのコップの重さは、

プラスチックのコップの重さの何倍になりますか。  

 

（２）てんびんがつりあっているとき、両方のコップに水を１０cm3 ずつ入れ

ました。このときてんびんはどうなりますか。次のア～ウから選び記号で

答えなさい。  

ア つりあう  イ 右が下がる  ウ 左が下がる  

 

（３）図２のように、てんびんがつりあっています。それぞれのコップに、１

個の重さが同じ鉄球をいくつか入れたとき、てんびんがつりあうのはどの

場合ですか。次のア～オから選び記号で答えなさい。  

ア ガラスのコップに１個、プラスチックのコップに１個の鉄球を入れる。 

  イ ガラスのコップに２個、プラスチックのコップに１個の鉄球を入れる。 

  ウ ガラスのコップに３個、プラスチックのコップに１個の鉄球を入れる。 

  エ ガラスのコップに１個、プラスチックのコップに２個の鉄球を入れる。 

  オ ガラスのコップに１個、プラスチックのコップに３個の鉄球を入れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 

ガラスの  

コップ  

プラスチック  

のコップ  

２cm ６cm 
Ａ Ｂ Ｃ 
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問３ 図３のように、支点をア～ケ

の位置に移動できるてこと、い

くつかのおもりを使って、実験

をしました。ただし、てこの重

さは考えないものとし、支点と

おもりの位置は別にします。  

（１）図３のイの位置には４０ｇのおもりを、クの位置には８０ｇのおもりを

つり下げました。支点を動かして、てこをつりあわせるためには、支点を

どの位置にすればよいですか。図３のア～ケから選び記号で答えなさい。  

 

（２）図３のてこを使って、２０ｇのおもり１個と別の重さのおもり１個をつ

りあわせます。別の重さのおもりは最大で何ｇになりますか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ 
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４ 化学部で実験をするために、 聖
きよし

君と 学
まなぶ

君は家にあるものを学校に持ちよ

りました。下の図はそのリストです。次の会話を読んで、問いに答えなさい。  

 

リスト 

  食塩     砂糖    重そう    石けん    

炭酸水    片栗
くり

粉   梅干しがつかっていた汁
しる

 

水酸化ナトリウム     ハイター（塩素系漂白剤
ひょうはくざい

）  

 

 

部長「みんな、いろんなものを持ってきたね。それでは、それぞれをビーカー

に入れて、水を加えてとかしてみよう。」  

聖君「あ、ビーカーに何を入れたか、書いておかなかったから、どれが何だか

わからなくなっちゃったよ。」  

部長「しょうがないな。じゃあ、実験で何なのかを当てていこう。どうやった

らいいかな。」  

学君「そうだなあ。まず、この２つの水溶
よう

液は、下に白い粉がたまっているか

ら、（ ① ）か（ ② ）だね。」  

部長「（ ① ）、（ ② ）を区別するためには、どうしたらいいかな。」  

学君「加熱してみるとわかると思う。」  

聖君「そうか。こっちはとろみがついてきたから、これが（ ① ）だね。麻
まー

婆
ぼー

豆腐
ど う ふ

をつくるときに使うよね。（ ② ）はどうなるんだろう。」  

学君「見て。（ ② ）は加熱をしたら、泡
あわ

がたくさん出てきたよ。これは何の

泡かな。」  

部長「その泡は、（ ③ ）の中にとけている気体と同じだね。」  

聖君「残りのビーカーの水溶液について、ＢＴＢ溶液やリトマス紙を使って調

べてみよう。」  

学君「リトマス紙の色が変わらなかったものがあるから、これは（ ④ ）か

（ ⑤ ）だね。」  

聖君「（ ④ ）、（ ⑤ ）を区別するには、なめてみればいいね。（ ④ ）

なら甘
あま

いはずだ。」  

学君「ＢＴＢ溶液で青色になったから、これは（ ⑥ ）、（ ⑦ ）、（ ⑧ ）

だね。」  
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聖君「すごいよ、見て。（ ⑥ ）の方は、リトマス紙の青色がだんだん消えて

真っ白になってきた。」  

部長「（ ⑦ ）と（ ⑧ ）はどうやって区別しよう。」  

学君「（ ⑦ ）ならかき混ぜると泡立つはずだ。やってみよう。」  

聖君「（ ⑧ ）はかき混ぜても変化はなかったけれど、アルミはくを入れたら

アルミはくがとけてＡ気体が出てきたよ。」  

学君「確か、塩酸にアルミはくを入れても、同じように気体が出てくるよね。」 

部長「アルミはくを入れたときに出てくる気体は同じ気体だよ。その気体の正

体はどうやって調べられるかな。」  

学君「Ｂ火を近づけてみるとわかるよ。」  

聖君「最後に残ったのはＣ梅干しがつかっていた汁だ。これで全部だね。」  

 

問１ 文中の①～⑧に当てはまるものを、次のア～クからそれぞれ選び記号で

答えなさい。  

ア 食塩    イ 砂糖    ウ 重そう   エ 石けん  

オ 炭酸水   カ 片栗粉   キ 水酸化ナトリウム  

ク ハイター（塩素系漂白剤）  

 

問２ ③の中にとけている気体は何ですか。  

 

問３ 下線部Ａ、Ｂについて、正しく説明しているのはどれですか。次のア～

カから選び記号で答えなさい。  

ア 気体は酸素で、火を近づけると燃え方が激しくなる。  

イ 気体は酸素で、火を近づけるとポンと音が鳴る。  

ウ 気体はアンモニアで、火を近づけると燃え方が激しくなる。  

エ 気体はアンモニアで、火を近づけるとポンと音が鳴る。  

オ 気体は水素で、火を近づけると燃え方が激しくなる。  

カ 気体は水素で、火を近づけるとポンと音が鳴る。  

 

問４ ＢＴＢ溶液を加えた⑧の水溶液に、塩酸を少しずつ加えていくと、緑色

になりました。この水溶液を蒸発皿に入れて加熱すると、白い固体が残り

ました。この固体は何ですか。  
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問５ 下線部Ｃについて、戦時中のお弁当といえば、金属でできたお弁当箱に、

梅干しが１つご飯の真ん中に入っている「日の丸弁当」が主流でした。毎

日同じお弁当だったため、お弁当箱のふたの真ん中に、穴が空いてしまっ

ているものがほとんどだったそうです。なぜ、お弁当箱のふたに穴が空い

てしまったのでしょうか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２

⑥

（４）

倍（２）

問１

受験番号 座席番号 名　前

※

２０２１年度
第１回一般入試問題
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１

問１

（３）

（２）
３

（１）

②

問１ 問２（１）

（１）

①

問３

（２）

問２ （２）

⑤

問３ 問４

４

③

（２） （３）座

④

（５） （６）

問５ 問６
※

２５点

（３）

問５

※

２５点

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

問１

① ②

問２

問３（１） （２） ｇ

※

２５点

※

２５点

問７（１） （２）

（３）

（１） 　　　　　　　Ⅼ

問２

（４）

問４（１）

③ ④

（１） 倍（２） （３）
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