
令和６年度

理　科

奈良県立大学附属高等学校
入学者一般選抜検査問題

１　指示があるまで、この冊子を開いてはいけません。

２　答えは全て解答用紙の解答記入欄にマークしてください。例えば、 10 と
表示のある問いに③と解答する場合は、次の（例）のように解答番号10の解答
記入欄の③にマークしてください。
　　　　　　　　 （例）

３　印刷ミスなどがあれば、静かに手を挙げて監督の先生に知らせてください。
問題内容についての質問には答えられません。

４　不正行為は絶対にしないようにしてください。

解答
番号

解 答 記 入 欄

１０ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪

注意事項
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問題は次のページから始まります。
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　　次の会話は、なおきさんとよしのさんがエネルギーや環境について話し合ったものである。各問いに答
えなさい。

なおきさん：最近、世界的なエネルギー価格の高騰が話題になっているよね。
よしのさん：新型コロナウイルスによって停滞していた経済活動が回復し、エネルギー需要が一気

に増えたことがおもな原因だと聞いたよ。私たちは　エネルギーを変換することで〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
、〰

さまざまな装置を生活で使っている〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰から、エネルギー価格の高騰は生活に関わる大き
な問題だよね。

なおきさん：特に、日本では火力発電が主流なうえに、その燃料を海外から輸入しているから、世
界情勢の影響を受けやすいよね。近年は、再生可能エネルギーによる発電量も増えて
いると思うのだけれど、それだけでは足りないのかな。

よしのさん：再生可能エネルギーによる発電は、地球温暖化の原因と考えられている二酸化炭素を
排出せず、何度も繰り返してエネルギーを得ることができるという利点があるから近
年増えているものの、まだ多くの課題があるんだよ。たとえば、太陽光発電は広い土
地が必要だし、風力発電や地熱発電は、発電できる場所が限られている。それに、火
力発電などの従来からの発電方法と比較しても、　エネルギーの変換効率〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰は高くない
そうだよ。

なおきさん：太陽光発電パネルの設置による環境破壊も問題になりつつあると、ニュースで聞いた
よ。太陽光パネルは山などに設置されることが多く、この場合、多くの森林を伐採す
る必要があるんだって。

よしのさん：�植物は食物網のもとを担うから、植物の数が減ると多くの生物に影響を与えるんだよ。
たとえば、ある森林で太陽光パネルを設置するために木や草を刈り取ってしまうと、
植物を直接食べているバッタやウサギだけでなく、バッタを食べているトカゲ、カエ
ルや、ウサギを食べているワシなどの動物の数も減ってしまうんだ。

なおきさん：なるほど。太陽光パネルを設置するために伐採された森林は、自然災害によるものと
違ってもとに戻らないから、影響がずっと続くことになるね。

よしのさん：その点からも、環境を大きく変えるときには注意が必要だね。
なおきさん：そういえば、近所の飲食店では、　プラスチック〰〰〰〰〰〰のストローが紙のストローに変わっ

ていたよ。紙は木からつくられているから、燃やすと二酸化炭素が発生するし、二酸
化炭素の削減にはならないと思うのだけれど。

よしのさん：いや、紙など植物からつくられたものを燃やすときに発生する二酸化炭素の量は、原
料の植物が成長するときに吸収する二酸化炭素の量と等しいんだよ。だから、紙スト
ローを燃やしても、大気中の二酸化炭素の量は変化しないんだ。

なおきさん：なるほど。プラスチックは石油からつくられているから、燃やすと大気中の二酸化炭
素の量が増えてしまうんだね。

よしのさん：�プラスチック削減の取り組みとしては、　2020年からレジ袋の有料化が行われたよね。
なおきさん：そうだね。有料化してからは必要なときしかレジ袋を使わなくなったから、使う量が

とても少なくなった気がするよ。
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⑴　下線部ⓐについて、図１は電気、熱、運動の３つのエネルギーの移り変わりを表したものである。図
中の（　ア　）～（　オ　）には、それぞれの矢印で示されたエネルギーの変換を行っている装置や発
電方法があてはまり、それらは後の 内のいずれかである。

図１
　

　図１の（　ア　）～（　オ　）に上の 内の装置や発電方法をそれぞれ１つずつあてはめたとき、
どれにもあてはまらずに残るものはどれか。次の①～⑥から一つ選び、その数字を解答番号 1� にマー
クしなさい。
①　火起こし器　　　②　扇風機　　　　③　ろうそく
④　蒸気機関車　　　⑤　地熱発電　　　⑥　風力発電

電気エネルギー

熱エネルギー 運動エネルギー

電熱線
（　ア　）

（　イ　）

（　ウ　）

（　エ　）
（　オ　）

火おこし器 扇風機 ろうそく 蒸気機関車 地熱発電 風力発電

─ 2�─
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⑵　下線部ⓑについて、なおきさんとよしのさんは、次の 内の実験を行い、発電のエネルギー変換
効率を調べた。 内の文章中の（　Ｘ　）にあてはまる数値として最も適切なものを、後の①～⑧
から一つ選び、その数字を解答番号 2� にマークしなさい。ただし、質量が100gの物体にはたらく
重力の大きさを1.0Nとする。

＜実験＞
操作１　�滑車つき発電機、豆電球、電流計、電圧計をつ

ないだ回路をつくる。
操作２　�図２のように、滑車つき発電機に600gのおも

りをとりつけ、1.5mの高さから落として発電
を行う。このときの電流計の値、電圧計の値、
落下時間をそれぞれ記録する。

　この＜実験＞から、次のような＜結果＞が得られた。

＜結果＞

電流計の値〔A〕 電圧計の値〔V〕 落下時間〔秒〕
0.15 1.20 7.5

重力がおもりにした仕事が発電による電気エネルギーに変換されたものとすると、＜結果＞からわ
かる、この＜実験＞でのエネルギー変換効率は（　Ｘ　）％である。

①　0.2　　　②　0.3　　　③　1.5　　　④　2.7
⑤　4.5　　　⑥　15 　　　⑦　27 　　　⑧　45

⑶　図３は、森林に生息する生物を通しての炭素の循環を表そ
うとしたもので、生物Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓは肉食動物、草食動物、
植物、土の中の小動物や微生物のいずれかである。また、矢
印は炭素の流れを表しているが、図中の矢印が１本不足して
いる。その矢印として適切なものを、次の①～④から一つ選
び、その数字を解答番号 3� にマークしなさい。ただし、
森林にすむ肉食動物は草食動物だけを食べているものとする。
①　大気から生物Ｐに向かう矢印
②　大気から生物Ｑに向かう矢印
③　大気から生物Ｒに向かう矢印
④　大気から生物Ｓに向かう矢印

Ａ

Ｖ

豆電球 滑車つき発電機

おもり電圧計

電流計

図２

大　　気

生物Ｐ 生物Ｑ

生物Ｒ 生物Ｓ
図３
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⑷　下線部ⓒについて、なおきさんは石油からプラスチックの原料を精製する過程について調べた。なお
きさんがまとめた次の 内の文章を読み、読み取れる内容として適切なものを、後の①～⑤から一
つ選び、その数字を解答番号 4� にマークしなさい。

　プラスチックの原料は、石油に含まれている「ナ
フサ」という成分である。石油からナフサをとり出
すには、沸点のちがいを利用した方法が用いられて
いる。
　図４は、原油（油田からくみ上げられた石油）を
さまざまな物質に分ける蒸留塔という装置の構成図
である。原油は石油ガス、ナフサ、灯油、軽油、重
油やアスファルトの混合物である。図４の蒸留塔は
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのブロックに分かれており、それぞ
れのブロックは温度が異なっている。原油に含まれ
る物質は種類によって沸点が異なるため、原油を加
熱して完全に気体にした後、それぞれのブロックに
通すと、そのブロックの温度で液体になった物質が
出口から出ていくようになっている。

①　図４の原油の成分のうち、沸点が最も高いのは石油ガスである。
②　図４のＡブロックにあるとき、重油やアスファルトはほとんど気体になっている。
③　図４のＢブロックにある気体には、石油ガスはほとんど含まれていない。
④　図４のＣブロックにあるとき、ナフサはほとんど液体になっている。
⑤　図４のＤブロックにあるとき、軽油はほとんど気体になっている。

⑸　下線部ⓓについて、次の 内の文章は、ある企業から発表された＜資料１＞と、＜資料１＞をも
とに、なおきさんが調べた＜資料２＞をまとめたものである。文章中の（　　　）にあてはまる値とし
て最も適切なものを、後の①～⑥から一つ選び、その数字を解答番号 5� にマークしなさい。

＜資料１＞
　レジ袋が有料化された2020年7月から2021年３月までの間に、約3.5億枚のレジ袋が削減され
ました。ポリエチレンでできているレジ袋は1枚７gですから、レジ袋がすべてごみとして燃やさ
れるものとすれば、私たちの企業ではこれまでに約（　　　）トンの二酸化炭素を削減することが
できたといえます。
＜資料２＞
・ポリエチレン28gを完全に燃焼させると、二酸化炭素88gができる。

①　220　　　②　770　　　③　2200　　　④　7700　　　⑤　22000　　　⑥　77000

沸点30～
180℃

沸点170～
250℃

沸点240～
350℃

沸点350℃
以上

石油ガス

●Ⓐ

●Ⓑ

●Ⓒ

●Ⓓ原油

蒸留塔

ナフサ
（粗製ガソリン）

せいそ

灯油

軽油

重油
アスファルト

図４
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　�　さやかさんは、電池の仕組みについて調べるため、次の実験１、２を行った。各問いに答えなさい。

＜実験１＞
操作１　�適当な大きさに切ったセロハンをダニエル電池

用アクリル容器にとりつけ、Oリングで固定し
た。この容器を、図１のようにビーカーに入れ、
容器の中に硫酸銅水溶液40cm3を、ビーカーの
容器が入っていないほうに硫酸亜鉛水溶液
40cm3を入れた。

操作２　�硫酸亜鉛水溶液中に亜鉛板、硫酸銅水溶液中に
銅板を入れて電池を組み立て、図２のようにプ
ロペラ付きモーターと導線でつないだ。

　この＜実験１＞から、次のような＜結果１＞が得られた。

＜結果１＞
・電池とつながったプロペラ付きモーターは回転した。
・モーターが回転を続けてしばらくすると、ビーカーの内部に〰〰〰〰〰〰〰〰
変化がみられた〰〰〰〰〰〰〰。

⑴　＜結果１＞の波線部の内容として適切なものを、次の①～④から一つ選び、その数字を解答番号
6� にマークしなさい。

①　亜鉛板の表面はぼろぼろになり、銅板には新たな銅が付着した。また、硫酸銅水溶液の色はしだい
に濃くなっていった。

②　亜鉛板の表面はぼろぼろになり、銅板には新たな銅が付着した。また、硫酸銅水溶液の色はしだい
にうすくなっていった。

③　亜鉛板には新たな亜鉛が付着し、銅板の表面はぼろぼろになった。また、硫酸銅水溶液の色はしだ
いに濃くなっていった。

④　亜鉛板には新たな亜鉛が付着し、銅板の表面はぼろぼろになった。また、硫酸銅水溶液の色はしだ
いにうすくなっていった。

⑵　＜実験１＞で使用したセロハンはどのような役割があるか。適切なものを次の①～④から一つ選び、
その数字を解答番号 7� にマークしなさい。
①　＋極側の水溶液と－極の金属板が直接反応するのを防いだり、陽イオンの数が＋極側の水溶液中で
増え続け、－極側の水溶液中で減り続けることによる電気的なかたよりを防いだりしている。

②　＋極側の水溶液と－極の金属板が直接反応するのを防いだり、陽イオンの数が＋極側の水溶液中で
減り続け、－極側の水溶液中で増え続けることによる電気的なかたよりを防いだりしている。

③　＋極の金属板と－極側の水溶液が直接反応するのを防いだり、陽イオンの数が＋極側の水溶液中で
増え続け、－極側の水溶液中で減り続けることによる電気的なかたよりを防いだりしている。

④　＋極の金属板と－極側の水溶液が直接反応するのを防いだり、陽イオンの数が＋極側の水溶液中で
減り続け、－極側の水溶液中で増え続けることによる電気的なかたよりを防いだりしている。

2

Oリング

セロハン

硫酸亜鉛
水溶液

亜鉛板 銅板 ダニエル電池用
アクリル容器

硫酸銅
水溶液

図１

プロペラ
付き
モーター

ダニエル電池

図２
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＜実験２＞
操作１　�銅、亜鉛、鉄、マグネシウムの４種類の金属板と、硫酸銅水溶液、硫酸亜鉛水溶液、硫酸鉄水溶

液、硫酸マグネシウム水溶液の４種類の水溶液を用意した。
操作２　�操作１で用意した金属板と水溶液、および＜実験１＞で利用した器具と同じものを用いて、図３

のような化学電池をつくった。ア～カの６種類の化学電池の金属板Ａ、Ｂと水溶液ａ、ｂの組み
合わせは、下の表の通りである。なお、表の化学電池アは、＜実験１＞でつくったダニエル電池
である。

表　６種類の化学電池の金属板、水溶液の組み合わせ
化学電池 金属板Ａ 水溶液ａ 金属板Ｂ 水溶液ｂ
ア 亜鉛板 硫酸亜鉛水溶液 銅板 硫酸銅水溶液
イ 鉄板 硫酸鉄水溶液 銅板 硫酸銅水溶液
ウ 鉄板 硫酸鉄水溶液 亜鉛板 硫酸亜鉛水溶液
エ マグネシウム板 硫酸マグネシウム水溶液 銅板 硫酸銅水溶液
オ マグネシウム板 硫酸マグネシウム水溶液 亜鉛板 硫酸亜鉛水溶液
カ マグネシウム板 硫酸マグネシウム水溶液 鉄板 硫酸鉄水溶液

操作３　�化学電池ア～カのそれぞれについて、金属板と導線でつないだ電圧計で電圧を測定するとととも
に、どちらの金属板が化学電池の＋極になるかを調べた。電圧が負の値を示したときは、電圧計
と金属板のつなぎ方を変えて測定し直した。

　この＜実験２＞から、次のような＜結果２＞が得られた。

＜結果２＞
化学電池 電圧〔V〕 化学電池の＋極
ア 1.10 銅板
イ 0.78 銅板
ウ 0.32 鉄板
エ Ｘ 銅板
オ Ｙ 亜鉛板
カ 1.94 鉄板

・化学電池イ～カでは、化学電池アと同じように、一方の金属板では同じ種類の金属が付着し、もう一
方の金属板では表面がぼろぼろになる変化が見られた。

Ｖ

－ ＋

電圧計化学電池

水溶液a

金属板A

セロハン

水溶液b

金属板B

図３
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　さらに、さやかさんは、＜結果２＞からわかったことについて、次のようにまとめた。

＜結果２からわかったこと＞
・化学電池ア～ウで、銅板は必ず＋極、亜鉛板は必ず－極になっていることから、銅、亜鉛、鉄の３種
類の金属では、最もイオンになりやすいのは亜鉛、最もイオンになりにくいのは銅であることがわかっ
た。

・亜鉛板と銅板を電極に用いた化学電池アの電圧は1.10Ｖである。これは、鉄板と銅板を電極に用い
た化学電池イの電圧0.78Ｖと、鉄板と亜鉛板を電極に用いた化学電池ウの電圧0.32Ｖの和になって
いる。

⑶　マグネシウムのイオンへのなりやすさについて述べた文として最も適切なものを、次の①～④から一
つ選び、その数字を解答番号 8� にマークしなさい。
①　銅、亜鉛、鉄よりもイオンになりにくい。
②　銅よりイオンになりやすいが、鉄よりイオンになりにくい。
③　鉄よりイオンになりやすいが、亜鉛よりイオンになりにくい。
④　銅、亜鉛、鉄よりもイオンになりやすい。

⑷　＜結果２からわかったこと＞をもとにすると、表の空欄Ｘ、Ｙにはどのような値があてはまると考え
られるか。それぞれの空欄にあてはまる値として最も適切なものを次の①～⑨から一つずつ選び、その
数字を、空欄Ｘについては解答番号 9� に、空欄Ｙについては解答番号 10� にそれぞれマークしな
さい。
①　0.46　　　②　0.84　　　③　1.16　　　④　1.42　　　⑤　1.62
⑥　1.88　　　⑦　2.26　　　⑧　2.72　　　⑨　3.04

─ 8�─
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　�　みきおさんは、凸レンズによる像のでき方について調べるため、次の実験を行った。各問いに答えなさ
い。

＜実験＞
操作１　�光学台の上に光源、「Ｆ」の形に穴をあけた物体、凸レンズ、スクリーンを図１のように並べ、

光源と凸レンズの位置を固定した。
操作２　�光源のスイッチを入れ、物体とスクリーンの位置を動かし、スクリーンにはっきりとした物体の

像ができるときの、物体から凸レンズまでの距離と、凸レンズからスクリーンまでの距離を記録
した。

　この＜実験＞から、スクリーンにはっきりとした物体の像ができるときの、物体から凸レンズまでの距
離と、凸レンズからスクリーンまでの距離との関係について、図２に示すような＜結果＞が得られた。

＜結果＞

⑴　図３は、ある物体を焦点の位置がわかっている凸
レンズの光軸上に置いたとき、その物体の一点Ａか
ら出た光が凸レンズに入射した時点までの道すじを
模式的に表したものである。凸レンズに入射した後
のこれらの光の進み方として適切なものを、次の①
～⑤から一つ選び、その数字を解答番号 11� に
マークしなさい。なお、図３のＦは凸レンズの焦点
を表している。
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図２

光源 物体

物体から
凸レンズ
までの距離

凸レンズ

凸レンズから
スクリーンまでの距離

スクリーン

光学台

図１

F F

A
凸レンズ

光軸

図３

F F

A
凸レンズ

光軸
F F

A
凸レンズ

光軸

─ 9�─

2024R6_N_理科.indd   9 2024/01/18   15:53



③� ④

⑤

⑵　実験で使用した凸レンズの焦点距離は何cmか。適切なものを次の①～⑤から一つ選び、その数字を解
答番号 12� にマークしなさい。
①　5cm　　　②　10cm　　　③　15cm　　　④　20cm　　　⑤　25cm

⑶　実験で、物体から凸レンズまでの距離を25cmとして、スクリーンにはっき
りとした物体の像ができたとき、スクリーンを光源の方から見たときのようす
として適切なものを、次の①～⑧から一つ選び、その数字を解答番号の 13�
にマークしなさい。ただし、図４は物体を光源の方向から見たときのようすを
表しているものとし、図４の物体や①～⑧のスクリーンに入れられた方眼の1
目盛りの長さはすべて同じであるものとする。また、①～⑧の灰色の部分は物
体の影を表している。

F F

A
凸レンズ

光軸
F F

A
凸レンズ

光軸

F F

A
凸レンズ

光軸

図４

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧
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⑷　実験で、物体から凸レンズまでの距離が５cmのとき、スクリーンをとり外し、スクリーンがあった
位置から凸レンズをのぞいたところ、物体の像が見えた。このとき、物体をさらに凸レンズに近づける
と、見える像と凸レンズとの距離と、像の大きさはどのように変化するか。適切なものを次の①～⑤か
ら一つ選び、その数字を解答番号 14� にマークしなさい。
①　像と凸レンズとの距離は短くなり、像は小さくなる。
②　像と凸レンズとの距離は短くなり、像は大きくなる。
③　像と凸レンズとの距離は長くなり、像は小さくなる。
④　像と凸レンズとの距離は長くなり、像は大きくなる。
⑤　像と凸レンズとの距離は変化せず、像の大きさも変化しない。

⑸　顕微鏡には接眼レンズ、対物レンズの２つのレンズがあり、これらはどちらも凸レンズである。み 
きおさんは、そのような顕微鏡のしくみについて調べ、次の 内のようにまとめた。 内の文
の（　Ｐ　）～（　Ｒ　）にあてはまることばの組み合わせとして適切なものを、後の①～⑧から一つ
選び、その数字を解答番号 15� にマークしなさい。

　図５は、顕微鏡のしくみを模式的に表したものである。図５のように、対物レンズでできた 
（　Ｐ　）を接眼レンズでさらに（　Ｑ　）にすることで観察するものを拡大している。顕微鏡の
倍率を大きくしたいときは、レボルバーを回して、対物レンズを焦点距離が（　Ｒ　）ものに変え
ればよい。

図５

①　Ｐ：実像　　Ｑ：実像　　Ｒ：短い　　　②　Ｐ：実像　　Ｑ：実像　　Ｒ：長い
③　Ｐ：実像　　Ｑ：虚像　　Ｒ：短い　　　④　Ｐ：実像　　Ｑ：虚像　　Ｒ：長い
⑤　Ｐ：虚像　　Ｑ：実像　　Ｒ：短い　　　⑥　Ｐ：虚像　　Ｑ：実像　　Ｒ：長い
⑦　Ｐ：虚像　　Ｑ：虚像　　Ｒ：短い　　　⑧　Ｐ：虚像　　Ｑ：虚像　　Ｒ：長い

接眼レンズ 対物レンズ

物体

対物レンズに
よってできる像

接眼レンズを
通して見える像

対物レンズの焦点接眼レンズの焦点

目
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　�　次の各問いに答えなさい。

　あすかさんは、アサガオの葉の光合成について調べるため、次の＜実験１＞を行った。

＜実験１＞
操作１�　ふ（緑色でない部分）が入った葉をつけたアサガオの鉢植え

を光が当たらない暗室に24時間置き、図１のように、ふが入っ
た葉を１枚選び、その一部をアルミニウムはくでおおった。

操作２�　アルミニウムはくでおおった葉をつけたアサガオの鉢植えを
暗室から外に出し、３時間日光に当てた。

操作３�　アルミニウムはくでおおった葉をつみ取り、アルミニウムは
くを取りはずし、熱湯にひたした後、あたためたエタノールの
中に入れて脱色した。

操作４�　脱色した葉を水で洗い、ヨウ素溶液につけて、葉の色の変化
を調べた。

この＜実験１＞から、次の＜結果１＞が得られた。

＜結果１＞
　Ａの部分はヨウ素溶液に反応して青紫色に変化したが、Ｂ～Ｄの部分は反応による色の変化はなかった。

　さらに、あすかさんは、＜結果１＞からわかったことについて、次のようにまとめた。

＜結果１からわかったこと＞
・（　ア　）の部分を比較すると、光合成は葉の緑色の部分で行われることがわかる。
・（　イ　）の部分を比較すると、光合成には日光が必要であることがわかる。

⑴　アサガオについて述べた文として適切なものを、次の①～④から一つ選び、その数字を解答番号
16� にマークしなさい。

①　双子葉類に分類され、茎の維管束は散在している。
②　単子葉類に分類され、茎の維管束は散在している。
③　双子葉類に分類され、茎の維管束は輪のように並んでいる。
④　単子葉類に分類され、茎の維管束は輪のように並んでいる。

⑵　＜結果１からわかったこと＞の（　ア　）、（　イ　）にあてはまる部分の組み合わせとして適切なも
のを次の①～⑥から一つずつ選び、（　ア　）にあてはまるものを解答番号 17� に、（　イ　）にあて
はまるものを解答番号 18� にそれぞれマークしなさい。
①　ＡとＢ　　　②　ＡとＣ　　　③　ＡとＤ
④　ＢとＣ　　　⑤　ＢとＤ　　　⑥　ＣとＤ

4

A
B

C

D

アルミニウムはくで
おおった部分

図１
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⑶　あすかさんは別のアサガオの鉢植えを用いて、＜実験１＞の下線部だけを行わず、残りの操作を＜実
験１＞と同じ条件下で行った結果、Ａ、Ｂの部分がヨウ素溶液に反応して青紫色に変化した。このこと
から、＜実験１＞で、下線部の操作を行う理由として適切なものを、次の①～④から一つ選び、その数
字を解答番号 19� にマークしなさい。
①　葉にデンプンをたくわえさせるため。　　　②　葉の呼吸をさかんにするため。
③　葉にあるデンプンをなくすため。　　　　　④　葉の呼吸をおさえるため。

　奈良県の平
へぐり
群町は、小ギクとよばれる切り花用のキクの生産で有名である。キクの開花は日長（昼の長

さ）と関係があることがわかっており、本来、秋に開花するキクを冬にも開花した状態で出荷できるよう、
平群町では夜間、キクの苗に人工的に電球の明かりを照らしている畑も見られる。アサガオの開花も日長
と関係があることを知ったあすかさんは、次の＜実験２＞を行った。

＜実験２＞
操作１�　同じ条件で育てて成長させ、まだ花のつぼみをつけていないアサガオの鉢

はち
植え13鉢をそれぞれ

⒜～⒥、⒫～⒭とし、これらの鉢植えをすべて屋外からの光の影響が遮断された室内に移した。室
内は一定の明るさの光が常に照射されている状態で、気温はアサガオの成長に適した一定の温度に
なるように管理されている。

操作２�　⒜～⒥の10鉢について、図５のように、それぞれの鉢植えごとに光を照射する時間帯、鉢植え
ごと段ボール箱をかぶせて光を照射しない時間帯を定めてこれを繰り返し、開花するかどうかを調
べた。なお、どの鉢にも毎日同じ時刻に適度な量の水分を与え、定期的に適度な量の肥料を与えた。

図５
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　この＜実験２＞から、次の＜結果２＞が得られた。

＜結果２＞
　実験開始後、⒜、⒝、⒞、⒡、⒢、⒣、⒥の鉢植えではつぼみができて開花した。これに対し、⒟、⒠、
⒤の鉢植えではつぼみができず、開花しないままであった。

⑷　＜結果２＞から、アサガオの開花について推測されることとして適切なものを、次の①～④から一つ
選び、その数字を解答番号 20� にマークしなさい。
①　光を照射した時間の合計が特定の時間より長くなると、つぼみができて開花する。
②　光を照射していない時間の合計が特定の時間より長くなると、つぼみができて開花する。
③　連続して光を照射した時間が特定の時間より長くなると、つぼみができて開花する。
④　連続して光を照射していない時間が特定の時間より長くなると、つぼみができて開花する。

⑸　＜実験２＞の操作２で、⒫～⒭の３鉢について、図６のように、それぞれの鉢植えごとに光を照射す
る時間帯、鉢植えごと段ボール箱をかぶせて光を照射しない時間帯を定めてこれを繰り返したときの結
果として適切なものを、次の①～⑧から一つ選び、その数字を解答番号 21� にマークしなさい。なお、
どの鉢にも毎日同じ時刻に適度な量の水分を与え、定期的に適度な量の肥料を与えたものとする。
①　⒫はつぼみができて開花するが、⒬と⒭はつぼみができず、開花しない。
②　⒬はつぼみができて開花するが、⒫と⒭はつぼみができず、開花しない。
③　⒭はつぼみができて開花するが、⒫と⒬はつぼみができず、開花しない。
④　⒫と⒬はつぼみができて開花するが、⒭はつぼみができず、開花しない。
⑤　⒫と⒭はつぼみができて開花するが、⒬はつぼみができず、開花しない。
⑥　⒬と⒭はつぼみができて開花するが、⒫はつぼみができず、開花しない。
⑦　⒫、⒬、⒭はすべてつぼみができて開花する。
⑧　⒫、⒬、⒭はすべてつぼみができず、開花しない。
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　�　次の会話は、あすかさんとみきおさんが気象について話し合ったものである。各問いに答えなさい。

みきおさん：昨年も自然災害が多かったですね。
あすかさん：�はい。線状降水帯という言葉を頻繁に聞くようになり、豪雨による被害が各地で起こ

りました。また、　〰
夏〰には近畿地方に　台風〰〰が上陸し、奈良市でも強風による被害が

ありました。
みきおさん：そうでしたね。それに、夏は大変暑かったですね。
あすかさん：はい。奈良市では、８月の半分近くが最高気温35℃以上の猛暑日だったそうですよ。
みきおさん：暑さが原因で、夏休み中の屋外での部活動もかなり制限されましたね。
あすかさん：先生が頻繁に「暑さ指数」を確認していました。
みきおさん：�　暑さ指数が高くなると熱中症にかかる人が増える〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰、と保健の授業で習いましたね。��

ところで、暑さ指数と気温は何がちがうのでしょうか。
あすかさん：�晴れた日の屋外での暑さ指数は乾球の温度、つまり気温と、湿球の温度、黒球温度計

の示す温度の３つの値から求められます。暑さ指数は、乾球の温度の0.1倍、湿球の
温度の0.7倍、黒球温度計の示す温度の0.2倍の和です。

みきおさん：黒球温度計とは何ですか。
あすかさん：�うすい銅板でできた、内部が空洞の球体で、外側が黒色に塗られ、球体の内側の中心

に温度計の液だめがくるように固定されているそうです。一般的な温度計では測定で
きない、直射日光や地面からの照り返しなどによる熱を測定できるそうですよ。

みきおさん：�暑さ指数は湿球の温度が占める割合が大きいので、湿度と関係が深そうですね。奈良
県は夏の間の平均湿度が80％を超える地域があるらしいので、特に気をつけなくて
はなりません。

あすかさん：それに、奈良県は盆地もあるので、フェーン現象が起こることもありますね。
みきおさん：乾燥した風が山を降りてきて、ふもとの気温が上がる現象ですよね。
あすかさん：そうです。
みきおさん：日本国内でフェーン現象はよく起こるのでしょうか。
あすかさん：�初夏から秋にかけての北陸地方ではよく起こるそうです。ふもとの気温が40℃を超

えるような気温になるときは、ほかの気象要素の影響もあるそうです。

⑴　波線部ⓐについて、次の①～④はそれぞれ春、夏、冬、梅雨の時期のいずれかに見られる特徴的な天
気図を表したものである。このうち、夏に見られる特徴的な天気図を表しているものを一つ選び、その
数字を解答番号 22� にマークしなさい。
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⑵　波線部ⓑについて、表１は、ある台風が日本に上陸した8月21日の正午から22日の正午にかけての、
奈良市における気象観測の記録をまとめたものである。
表１　気象観測の記録（奈良）

日 時 気温〔℃〕 気圧〔hPa〕 降水量〔mm〕 風速〔m/s〕 風向

21 12 24.4 975.7 7.5 5.3 北東
15 25.9 972.8 0.5 4.7 北東
18 25.3 970.8 0.5 5.1 北東
21 25.0 969.9 1.5 4.2 北北東

22 0 24.2 969.0 7.5 2.8 北北西
3 23.3 969.6 3.5 2.6 北北西
6 23.2 974.1 0.5 1.2 北北西
9 24.7 977.0 1.0 1.9 南南東
12 27.6 979.2 0.0 1.4 北西

　　※降水量は、表のそれぞれの時刻までの１時間に降った雨の量を表している。
� （気象庁ウェブサイトをもとに作成）

　表１の記録から、この台風はどのように日本を通過したと考えられるか。台風の通過した経路を表し
た図として最も適切なものを、次の①～④から一つ選び、その数字を解答番号 23� にマークしなさい。
ただし、■は奈良市の位置を表し、●は、21日の18時から22日の6時までの3時間おきの台風の中心
の位置を示している。

　　　　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

　　　　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　④
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⑶　波線部ⓒについて、暑さ指数が高くなると熱中症にかかる人が増える理由として適切なものを、次の
①～④から一つ選び、その数字を解答番号 24� にマークしなさい。
①�　乾球の温度が高く、乾球の温度と湿球の温度の差が大きくなる高温多湿のときは、水分が蒸発しや
すくなることで体が放熱しにくくなるから。

②�　乾球の温度が高く、乾球の温度と湿球の温度の差が大きくなる高温多湿のときは、水分が蒸発しに
くくなることで体が放熱しにくくなるから。

③�　乾球の温度が高く、乾球の温度と湿球の温度の差が小さくなる高温多湿のときは、水分が蒸発しや
すくなることで体が放熱しにくくなるから。

④�　乾球の温度が高く、乾球の温度と湿球の温度の差が小さくなる高温多湿のときは、水分が蒸発しに
くくなることで体が放熱しにくくなるから。

⑷　次の 内の文章は、あすかさんがフェーン現象のしくみについて調べてまとめたものである。こ
の文章を読み、後の⒤、ⅱの問いに答えなさい。

　図のように、空気が山の斜面に沿って上昇
するとき、標高が100ｍ高くなるごとに１℃
の割合で空気の温度が下がる。しかし、上昇
する空気が露点に達して雲ができると、水蒸
気が水滴に変わるときに空気中に熱が放出さ
れるので、それ以降は標高が100ｍ高くなる
ごとに0.5℃の割合でしか空気の温度が下が
らなくなる。
　一方、空気が山頂から山の斜面に沿って下降するときは雲ができないため、標高が100ｍ低くな
るごとに１℃の割合で空気の温度が上がる。そのため、山を越える前の空気よりも、山を越えた後
の空気のほうが、温度は高くなる。

⒤　表２は、気温と飽和水蒸気量との関係をまとめたものである。温度が24℃、湿度が79％の空気が
図のように標高０ｍの地表から標高1000ｍの山頂まで斜面に沿って上昇していく場合、雲ができ始
めるのは標高何ｍの地点か。最も適切なものを後の①～⑤から一つ選び、その数字を解答番号 25�
にマークしなさい。
表２　気温と飽和水蒸気量の関係

気温〔℃〕 14 16 18 20 22 24
飽和水蒸気量〔g/m3〕 12.1 13.6 15.4 17.3 19.4 21.8

①　200ｍ　　　②　400ｍ　　　③　600ｍ　　　④　800ｍ　　　⑤　1000ｍ

ⅱ　⒤で、山の斜面に沿って上昇した空気が、図のように標高1000ｍの山頂を越え、山頂から山の斜
面に沿って下降した場合、地表に到達したときの温度は何℃になっているか。最も適切なものを次の
①～⑥から一つ選び、その数字を解答番号 26� にマークしなさい。
①　23℃　　　②　25℃　　　③　27℃　　　④　29℃　　　⑤　31℃　　　⑥　33℃
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雲
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0ｍ

標高

図
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