
2025年度  入学試験問題

理　　科
第 ３ 回

試験時間は社会とあわせて６０分間です。（１１：１０～１２：１０）

理科と社会両方の教科の問題を時間内に解いてください。

問題は１ページから１１ページまでです。

解答はすべて解答用紙に記入してください。

解答用紙に受験番号、氏名を記入してください。

【注　意】
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音について、次の問いに答えなさい。

（１）  園子さんの学校の100m走のコースは図１のように校舎に対して垂直に伸
の

びて
おり、スタート地点およびゴール地点の校舎からの距

きょ

離
り

はそれぞれ100m、
200mです。リレーの選手に選ばれた園子さんは、友達３人（Ａ、Ｂ、Ｃ）と一

いっ

緒
しょ

に100m走のタイムを測定しました。まず園子さんがスタート地点の真横で電
子音ピストル（音が鳴ると同時に先が光るピストル）を鳴らし、Ｂさんがゴー
ル地点でＡさんのタイムをストップウォッチで記録したところ、15 .00秒でした。
このときの空気中を伝わる音の速さは毎秒340mであるとします。

  測定後の園子さんとＢさんの会話を読み、以下の問いに答えなさい。

100ｍ

200ｍ

スタート

校舎

ゴール

図１

Ｂさん 「今、飛んでいる虫に気を取られてしまって、園子さんのピストルの音
を聞いてからゴールに達した瞬

しゅん

間
かん

までの時間を測定したんだけど、時間
の測り方に問題ないよね。」

園子さん 「それだと、Ａさんのタイムを正しく測れていないんじゃないかな。ａピス
トルの光が見えてからゴールに達した瞬間までを測定するべきではない
かな？」

Ｂさん 「確かにそうだよね。ピストルの音が私のところまで届くのにかかる時
間は（　ｂ　）秒だから、Ａさんの本当のタイムは（　ｃ　）秒になる
ということだね。」

① 下線部ａの測定方法がより正確である理由を説明した次の文に入る語句とし
て最も適当なものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

光の進む速さは音の進む速さ（　　　）、Ｂさんまで届くのにかかる時
間を考えなくて済むから。

ア．よりずっと遅いので
イ．と同程度なので
ウ．よりずっと速いので

１
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② 会話文中の（　ｂ　）、（　ｃ　）に入る数値を答えなさい。小
ああああああああああああああ

数第３位以下
が
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

ある場合は、四捨五入して小数第２位まで答えなさい。

③ 園子さんとＢさんは、時間の測定方法を下線部ａのようにしてＣさんの 
100ｍ走のタイムを測定したところ、15 .50秒でした。走り終えたＣさんは、
スタートの音を聞いた直後、ピストルの音がもう一度後方から小さく聞こえた
と話していました。Ｃさんの走る速さは、スタートからゴールまで一定だっ
たとします。小

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
数第３位以下がある場合は、四捨五入して小数第２位まで答

えなさい。

（ⅰ）Ｃさんの走る速さは毎秒何ｍですか。

（ⅱ） Ｃさんがもう一度ピストルの音を聞いたのは、スタートしてから何秒後
ですか。

（２）  園子さんは別の日に、校舎から200m離
はな

れたところで太
たい

鼓
こ

をたたき、校舎で跳
は

ね返った音が聞こえるまでの時間を測ったところ1.13秒でした。

① このとき、空気中を伝わる音の速さは毎秒何ｍですか。小
ああああああああああああああああああ

数第１位以下があ
る
ああああああああああああああああああああああああああああ

場合は、四捨五入して整数で答えなさい。

② 測り終えた直後に、 雷
かみなり

雲
ぐも

が近づいてきました。雷の光が見えてから、音が
最初に聞こえるまでの時間を測ったところ6.00秒でした。園子さんと雷が発
生した場所の距離は何ｍですか。①の答えを用いて、小

ああああああああああああああああああああ
数第１位以下がある

場
ああ

合
ああああああああああああああああああああああああ

は、四捨五入して整数で答えなさい。

③ 空気中を伝わる音の速さは、気温によって変化します。０℃のときの音の速
さを毎秒331 .5mとすると、気温が１℃上がるごとに毎秒0.6mずつ速くなっ
ていくことが知られています。この測定をしたときの気温は何℃ですか。①
の答えを用いて、小

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
数第２位以下がある場合は、四捨五入して小数第１位

以
ああああああああ

下まで答えなさい。
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園子さんは鉄を得る手法について調べて、［学習メモ］にまとめました。

［学習メモ］

・ 鉄と酸素が結びついた物質を酸化鉄という。
砂鉄や鉄鉱石も酸化鉄である。木炭やコー
クスのように炭素を多く含む物質と酸化鉄
を混ぜて加熱すると、鉄と二酸化炭素がで
きる。

・ 古来からあるたたら製鉄という方法では、
100kgの砂鉄と120kgの木炭から、30kgの
玉
たま

鋼
はがね

とよばれる比較的純度の高い鉄ができ
る。

・ 現代製鉄では、高炉と転
てん

炉
ろ

を用いる。高炉
（図１）では、上から鉄鉱石、コークス、石
灰石などを入れ、下から熱風を入れる。熱風
の吹き込み口近くほど温度は高く、鉄鉱石は
液体になる。石灰石は鉄鉱石にふくまれる不
純物を取り除くために加えており、不純物が
石灰石と反応するとスラグとよばれる物質ができる。取り出す過程でスラグは、
鉄より密度が小さいので、 あ 。高炉から取り出される液体の鉄は銑

せん

鉄
てつ

とよばれ、不純物を若
じゃっ

干
かん

含
ふく

んでいるため、冷やして固体にしてもかたいがも
ろいという欠点がある。そこで、液体の銑鉄は、転炉とよばれる炉に移され、
さらに純度の高い鉄に精製される。

（１）  80％の砂鉄を含む土砂があります。これを用いて、たたら製鉄で玉鋼を１kg
得るためには土砂は何kg必要ですか。ただし、木炭は十分にあるものとします。
小
ああああああああああああああああああああああああああああああ

数第２位以下がある場合は、四捨
あああああああああああああああああああああああああ

五入して小数第１位まで答えなさい。

（２）  あ  に当てはまるものとして最も適当なものを次より１つ選び、記
号で答えなさい。

ア．蒸発してなくなる
イ．鉄の中に閉じ込

こ

められる
ウ．鉄に浮

う

かぶ
エ．鉄に沈

しず

む

Ⅰ

原料
（鉄鉱石、
コークスなど）

高炉

熱風
スラグ

銑鉄

Ⅱ

Ⅲ

図１

２
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表１は現代製鉄の過程でできる３種類の酸化鉄について、鉄と酸素の結びついてい
る重さの比をまとめたものです。

表1　
酸化鉄 Ａ Ｂ Ｃ

鉄〔g〕：酸素〔g〕 7：2 7：3 21：8
　

（３）  酸化鉄Ｃは酸化鉄ＡとＢが一定の比で混ざったものです。そのＡとＢの比を
最も簡単な整数比で答えなさい。

（４）  酸化鉄Ａ、Ｂ、Ｃをそれぞれ鉄10gを用いて作るとき、必要な酸素の重さを
それぞれａ［g］、ｂ［g］、ｃ［g］とします。ａ：ｂ：ｃを最も簡単な整数比で答
えなさい。

（５）  現代製鉄の高炉では、炉の下部に向かうにつれて鉄の純度があがっていきま
す。図１の高炉内のⅠ～Ⅲに多く含まれる酸化鉄Ａ～Ｃの組み合わせとして最
も適当なものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
ア Ａ Ｂ Ｃ
イ Ａ Ｃ Ｂ
ウ Ｂ Ａ Ｃ
エ Ｂ Ｃ Ａ
オ Ｃ Ａ Ｂ
カ Ｃ Ｂ Ａ

（６）  酸化鉄から鉄を作るのに木炭やコークスの代わりに水素を用いることで鉄と
水ができます。

① 酸化鉄Ｂ100gを鉄にするのに水素が3.75g必要でした。このとき、酸化鉄Ｃ
100gを鉄にするのに必要な水素は何gですか。また、そのときにできる鉄は
何gですか。そ

あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
れぞれ小数第２位以下がある場合は、四捨五入して小数第１

位
ああああああ

まで答えなさい。

② この製鉄方法は木炭やコークスを用いる従来の方法に比べて、環境に悪影響
を与えないと期待されています。従来の方法が環境に与える悪影響を説明し
なさい。
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病気や事故で臓器の機能が低下した人に他の人の臓器を移植し、機能を回復させる
ことを臓器移植といいます。移植の対象となる臓器は、ａ心臓、肺、肝

かん

臓
ぞう

、腎
じん

臓
ぞう

、す
い臓、小腸などです。

臓器移植を必要としている人（レシピエント）が多くいる一方で、臓器を提供する
人（ドナー）が少ないことが問題となっています。そこで、臓器不足を解消するため
にさまざまな方法の研究が進められています。

（１）  図１はヒトの体内の臓器を腹側からみた配置を模式的に示したものです。

ＢＡ

Ｃ

Ｅ

Ｇ
Ｉ

Ｋ

Ｄ

Ｆ

Ｈ

Ｊ

図１
　　　　

① 下線部ａの臓器のうち、心臓、肝臓、すい臓を図１のＡ～Ｋより１つずつ選
び、それぞれ記号で答えなさい。

② 図１の臓器の中で、食物が通過する臓器のみをすべて含む組合せとして最も
適当なものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

ア．ＡＣＧＩＪ　　　　　　　　イ．ＡＤＦＪ
ウ．ＡＣＥＧＩＫ　　　　　　　エ．ＢＤＦＩＪ
オ．ＢＦＪＫ　　　　　　　　　カ．ＢＥＧＨＪＫ

３
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（２）  健康な人からの臓器移植を生体移植と言い、おもに肝臓や腎臓で行われてい
ます。移植後のドナーの健康も大切です。肝臓は再生能力が高く、移植で肝臓
の一部を提供しても、時間の経過とともに再生し最終的には提供前とほぼ同じ
くらいの容積にもどることが知られています。一方、腎臓は肝臓とは異なる理
由から生体移植が可能です。腎臓の生体移植が可能な理由を答えなさい。

（３）  腎臓は尿
にょう

をつくる器官です。図２は腎臓の毛細血管が球状になっている部分
周辺の模式図です。ここでは血液が勢いよく流れ、ｂ血液中の水分とそこに混
ざっている物質の一部が毛細血管の壁

かべ

にあるたくさんの小さな穴を通って、血
管の外に出ます。血管の外に出た液体は原尿と呼ばれ、原尿は細尿管の中を流
れていきます。原尿にはからだに必要な成分が多く含まれており、細尿管を流
れていく途

と

中
ちゅう

でその一部が再び血液中にもどされます。これを再吸収といいま
す。原尿の再吸収されなかったものが尿として体の外に捨てられます。表１は
成人１日当たりにできる原尿と尿に含まれる一部の成分の量をまとめたもので
す。

表１

成分
原尿中の量

〔１日当たり〕
尿中の量

〔１日当たり〕
水 180 .0 L 1 .4 L

ぶどう糖 200g 0g
尿素 60g 30g

① 下線部ｂに関連して、大小さまざまな大きさの粒が混ざっているものを、小
さな穴がたくさんあいたフィルターなどを用いて穴よりも小さな粒と大きな
粒に分

ぶん

離
り

する操作を何といいますか。

② １日当たりに再吸収される水の量は何Lですか。小
ああああああああああああああああああああああああ

数第２位以下がある場合
は
ああああああああああああああああああああああああああああああ

、四捨五入して小数第１位まで答えなさい。

③ 水とぶどう糖の再吸収率（再吸収された量÷原尿中の量×100）〔％〕をそれ
ぞれ求めなさい。小

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
数第１位以下がある場合は、四捨五入して整数で答えな

さい。

尿

細尿管

原尿

毛細血管
血液

再吸収

図２
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④ 表１に関することとして、最も適当なものを次より１つ選び、記号で答えな
さい。

ア．体内には180Ｌ以上の水が含まれている。
イ．水は１日あたり180Ｌも原尿に出てしまうので、毎日180Ｌ以上の

水分をとらないと、脱
だっ

水
すい

症状になってしまう。
ウ．ぶどう糖は1日あたり200gも原尿に出てしまうので、ヒトの体に

とっては必要ではない物質である。
エ．原尿に含まれている成分の中には半分以上体の外に捨てられるもの

もある。
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園子さんは地
じ

震
しん

について調べ、［学習メモ１］にまとめました。

［学習メモ１］

・地震が発生した地下の場所を震
しん

源
げん

という。
・ 地震の大きさは、ｗある地点におけるゆれの強さの程度やｘ地震の規模（エネ

ルギー）の大きさで表す。
・ 地球の表面は、厚さ数km ～ 100kmほどのプレートと呼ばれる岩

がん

盤
ばん

で覆
おお

われて
いる。プレートは年間数cmの速さで動いており、海洋プレートが大陸プレー
トの下に沈みこんでいる。

・ 海洋プレートが大陸プレートの下に沈みこんでいる場所では、海洋プレートの
沈みこみにより、大陸プレートの端

はし

が引きずりこまれる。y大陸プレートの端
にひずみが少しずつたまり限界に達したときに、大陸プレートの岩盤が壊れて
反発し、地震が発生する。

（１）  下線部ｗは何段階で表されていますか。算用数字で答えなさい。

（２）  下線部ｘを示すことばを答えなさい。

（３）  2011年３月11日に下線部ｙによる地震が起きました。この地震の正式名
めい

称
しょう

を
次より１つ選び、記号で答えなさい。

ア．関東大地震　　　　　　イ．濃
のう

尾
び

地震
ウ．兵庫県南部地震　　　　エ．東北地方太平洋沖地震
オ．南海トラフ地震

４



― 9 ―― 9 ―

園子さんは震源の深さをどのように求めているのかも調べ、［学習メモ２］にまと
めました。

［学習メモ２］

・地震が発生すると、震源から揺
ゆ

れが地震波として地中を伝わっていく。
・ 地震波は主に２種類あり、速いスピードで伝わる「Ｐ波」とそれよりも遅い「Ｓ

波」がある。
・ ｚＰ波が伝わると小さい揺れが起きる。Ｓ波が伝わると大きい揺れが起きる。
・ 震源までの距離は小さい揺れが始まってから大きい揺れが始まるまでの時間で

計算することができる。
・震源の真上にあたる地表の地点を震

しん

央
おう

という。

（４）  下線部ｚの小さい揺れと大きい揺れをそれぞれ何と言いますか。

（５）  ある地点で、小さい揺れが始まってから、大きい揺れが始まるまでの時間が2.4
秒でした。この地点と震源との距離は何kmですか。ただし、Ｐ波は毎秒７km
で、Ｓ波は毎秒４kmで伝わるものとします。小

ああああああああああああああああああああああああああああああ
数第２位以下がある場合は、四

捨
ああああああああああああああああああああああああ

五入して小数第１位まで答えなさい。

園子さんは、震源の場所を特定する方法に関して調べきれなかったので、先生に聞
いてみました。

園子さん 「Ｐ波とＳ波の速さから、その地点の小さい揺れが始まってから大きい
揺れが始まるまでの時間がわかれば、その地点と震源との距離が計算で
きることはわかりました。でも距離だけでは、震源の場所を特定するこ
とができません。」

先　　生 「そうですね。震源の場所を特定するには、最低でも３地点での地震の
観測が必要よ。」

園子さん 「なぜ、３地点なのですか。」
先　　生 「では、どうやって震源の場所を特定するか考えてみましょう。まず、

観測地点Ａから震源までの距離がわかれば、図１のように、半球ａの球
面上のどこかが震源になるということがわかりますか。」



― 10 ―― 9 ―

地面

半球ａ

Ａ
震源までの距離

図１

園子さん  「はい。同じように、2つ目の観測地点Ｂから震源までの距離がわかれ
ば、震源は半球ｂの球面上のどこかが震源になるということですね。
そうすると、図２のように半球ａ、半球ｂの球面が重なった図２の太
線でかいた半円上の部分のどこかに震源があることになりますね。」

地面

半球ａ半球ｂ

Ａ
Ｂ

図２

先　　生 「そうです。さらに、観測地点Ｃから震源までの距離がわかれば、図３
のようになるから、図２の半球ａ、半球ｂの球面が重なった半円と半球
ｃの球面が重なる場所が震源ということになりますね。」

Ｃ
地面

半球ａ半球ｂ
震源

半球ｃ

Ａ
Ｂ

図３
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園子さん 「なるほど！」
先　　生 「図４は図３を上空から見た縮尺図です。この図から計算すれば、実際

の震源の深さが求められます。」
園子さん 「図４に点線でかかれている半円はなんですか？」
先　　生 「この点線は円Ａと円Ｂが交わっている点Ｄ、点Ｅを直径とする半円で

す。震央の真下に震源があるはずだから、それを地面で考えるために、
点線でかいています。」

Ｉ

Ｄ

Ｆ

Ｍ ＨＪ

Ｇ

Ｅ Ｌ
Ｋ

C

A

B

図４

（６）  観測地点Ａの震源からの距離が45kmだったとき、25万分の１の縮尺図で円
Ａを書くと、その半径は何cmになりますか。小

あああああああああああああああああああああああああああ
数第１位以下がある場合は、

四
あああああああああああああああああああ

捨五入して整数で答えなさい。

（７）  図４のＡ～Ｍより震央に当たる地点を１つ選び、記号で答えなさい。

（８）  震源の深さを求める場合、図４のどこの長さを用いればよいですか。次より
１つ選び、記号で答えなさい。

ア．Ｅ－Ｄの長さ　　　イ．Ｍ－Ｈの長さ　　　ウ．Ｆ－Ｌの長さ　　
エ．Ｊ－Ｋの長さ　　　オ．Ｊ－Ｌの長さ　　












