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1st Day 

 
問題１ 陽子さんと光一さんが、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」について会話をしている。次は、

そのときの会話の一部である。①～⑥に答えなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 下線部(a)となるのは、日本の南の太平洋上で発達する暖かく湿った気団の影響が大きい。この気団を何といいますか。 
 
② 下線部(b)には、塩化ナトリウムを含む経口補水液などを飲むことが有効である。塩化ナトリウムが水に溶けるときの
電離の様子を、化学式とイオン式を使って書きなさい。 

 
③ 下線部(c)について、図３はヒトの骨格と筋肉を模式的に表している。腕を矢印の向きに曲げたとき、筋肉 X、Y の様
子の組み合わせとして正しいものは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 
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④ 下線部(d)について、光一さんはスケートボードの動きを小球で考えた。(1)、(2)に答えなさい。ただし、空気抵抗や
摩擦は考えないものとする。 

 (1) 図４は、静止した小球を表した模式図であり、小球には矢印のような、床が小球を押
す力が働いている。この力と作用・反作用の関係にある力を、作用点を「・」で示して
矢印でかきなさい。 

 
 (2) 図５の模式図のように斜面上の点 P に小球をおき、手を離した。小球が点 P から点 Q

まで移動するときのエネルギーの変化について述べた次の文章の[ (A) ]、[ (B) ]
に当てはまることばとして最も適当なのは、ア～ウのうちではどれですか。それぞれ一
つ答えなさい。ただし、同じ記号を選んでもよい。 

 
   小球が点 P から点 Q まで移動するとき、運動エネルギーは[ (A) ]。また、力学的エ

ネルギーは[ (B) ]。 
   ア 大きくなる   イ 小さくなる   ウ 一定に保たれる 
 
⑤ 下線部(e)は双子葉類である。一般的に、双子葉類は単子葉類とは違い、中心に太い根と、そこから枝分かれした細い
根をもつという特徴がある。この枝分かれした細い根を何といいますか。 

 
⑥ 下線部(f)について、プラスチックを再生するとき、種類を区別するため
に密度の違いを利用する。表は代表的なプラスチックの種類とその密度をそ
れぞれ表したものである。質量 5.6ｇ、体積 4 ㎤のプラスチックと考えられ
るのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 

 ア ポリプロピレン   イ ポリエチレン 
 ウ ポリスチレン    エ ポリエチレンテレフタラート 
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問題２ 中学生の花子さんは、家庭学習として身近な電気の技術について調べた。次は、そのときのノートの一部である。
①～③に答えなさい。〈2020 年岡山理科 第２問〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 【実験１】について、(1)～(4)に答えなさい。 
 (1) コイルの中の磁界が変化することで電圧が生じ、コイルに電流が流れる現象を何といいますか。 
 
 (2) コイルの中の磁界が変化することで電圧が生じ、コイルに電流が流れる現象を利用したものとして最も適当なのは、

ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 
   ア モーター   イ 電熱線   ウ 電磁石   エ 手回し発電機 
 
 (3) [ (X) ]、[ (Y) ]に当てはまることばとして最も適当なのは、ア～ウのうちではどれですか。それぞれ一つ答

えなさい。ただし、同じ記号を選んでもよい。 
   ア 右に触れた   イ 左に触れた   ウ 触れなかった 
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 (4) コイルや棒磁石を変えずに、N 極を下に向けた棒磁石を a から b の位置に動かすとき、流れる電流を大きくするた
めには、どのような方法があるか書きなさい。 

 
② 【実験２】について、(1)、(2)に答えなさい。 
 (1) 〈結果２〉をもとに電圧と電流の関係を表すグラフをかきなさい。 
 
 (2) 下線部について、【実験２】と同じ電熱線を用いて、ア～ウの回路をつくった。直流電源の電圧が同じとき、ア～ウ

を回路全体での消費電力を大きい方から順に並べ、記号で書きなさい。 
    
 
 
 
 
 
 
 
③ 消費電力 36W の白熱電球と消費電力 5W の LED 電球をそれぞれ 5 分間点灯したとき、それぞれの消費する電力量の
差は何 J ですか。 
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問題３ 探査機はやぶさ２のニュースを聞いた純子さんは、過去に探査機はやぶさが持ち帰った小惑星「イトカワ」の微
粒子の分析結果について資料を調べた。次は、そのときのメモである。①～⑦に答えなさい。〈2020 年岡山理科 第
３問〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 下線部(a)には小惑星の他にも惑星などがあるが、太陽系には、惑星のまわりを公転する月のような天体もある。この
ような天体を何といいますか。 

 
② 下線部(b)の方法について、地球では地層に含まれる特定の生物の化石によっても、その地層の年
代を知ることができる。ある地層から、図１のような示準化石となる生物の化石が見つかった。こ
の示準化石から推定される地質年代として最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答
えなさい。 

 ア 古生代より前   イ 古生代   ウ 中生代   エ 新生代 
 
 
③ 下線部(c)である一方、地球では、表面をおおう複数のプレートの活動によって絶えず地形変化や地震が起こり、大地
が変化している。日本列島付近の大陸プレートと海洋プレートの境界で地震が起こるしくみを「大陸プレート」「海洋プ
レート」という語を使って、プレートの動きがわかるように説明しなさい。 

 
④ 下線部(d)のように地球のマグマが急激に冷やされてできた岩石を観察すると、石基に囲まれた比較的大きな鉱物が見
えた。この鉱物を石基に対して何といいますか。 

 
⑤ [   ]に共通して当てはまる語として最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 
 ア 石英（セキエイ）   イ 黒雲母（クロウンモ） 
 ウ 長石（チョウセキ）  エ 輝石（キ石） 
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⑥ 下線部(e)について、地球上では、含まれる鉱物の割合とつくり（組
織）によって図２のように大きく分類される。 

  ある岩石 X は、ほぼ同じ大きさの鉱物が組み合わさったつくりをも
っていた。純子さんは、岩石 X の表面のスケッチをもとに、図３のよ
うに、それぞれ無職鉱物は「□」、有色鉱物は「■」で模式的に表した。
表面の鉱物の様子が岩石全体であると考えると、この岩石 X として最
も適当なのは、ア～カのうちではどれですか。一つ答えなさい。 

 ア 流紋岩   イ 安山岩   ウ 玄武岩 
 エ 花こう岩  オ せん緑岩  カ 斑れい岩
 
 
 
 
 
⑦ 下線部(f)に対して、地球の表面では、水などの影響による風化の後、土砂が運搬されて堆積し、地層を形成する。図
４はボーリング調査が行われた A～C 地点の位置を示した略地図であり、曲線は等高線を、数値は標高を表している。
図５はボーリング調査から作成された柱状図である。これらの地点で見られた火山灰の層は同一のものであり、地層の
上下の逆転や断層は起こっていない。図５の層ア～ウを堆積した年代の古いものから順に並べ、記号で答えなさい。 
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問題４ 生物部の健太さんは、土壌センチュウのなかまのシーエレガンス（C.elegans）という動物が生命科学や医療の分
野で重要な役割を果たしていることに興味をもった。次は、健太さんがセンチュウについて調べたメモの一部であ
る。①～④に答えなさい。〈2019 年岡山理科 第２問〉 

 
① 下線部(a)の生物として適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 
 ア シイタケ   イ トビムシ   ウ アオカビ   エ 大腸菌 
 
② 下線部(b)を含む 7 つの植物を、2 つの異なる観点で分類すると、図２のように
なった。観点Ⅰ、観点Ⅱとして最も適当なのは、ア～オのうちではどれですか。
それぞれ一つ答えなさい。 

 ア 子房があるものとないもの 
 イ 光合成を行うものと行わないもの 
 ウ 体全体で水を吸収するものとしないもの 
 エ 子葉が１枚のものと２枚のもの 
 オ 胚珠があるものとないもの 
 
③ 下線部(c)について、健太さんは 150 倍でピントを合わせた後、センチュウの体の構造が
はっきり見えるように明るさを調整した。このとき調整した部分の名称を答えなさい。ま
た、その部分として最も適当なのは、図３のア～オのうちではどれですか。一つ答えなさ
い。 

 
④ 下線部(d)について、(1)、(2)に答えなさい。 
 (1) 受精卵の核に、大きさと形が同じ染色体が２本ずつ、計 12 本あるとした場合、次の

(あ)、(い)の細胞に含まれる染色体数は、それぞれ何本になりますか。 
   (あ) 卵 
   (い) 受精卵が１回分裂してできた２個のうちの一つの細胞 
 
 (2) 有性生殖と無性生殖による形質の伝わり方の違いについて述べた次の文の[    ]に、「親」「子」「形質」という

語を使って、当てはまる適当なことばを書きなさい。 
    有性生殖では、無性生殖と違い、[    ]。 
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2nd Day 

 
問題１ 律子さんは、授業で AI（人工知能）に関する調べ学習をした。次は、律子さんがつくったポスターの一部である。

①～⑦に答えなさい。〈2019 年岡山理科 第１問〉 

 
① 下線部(a)について、(1)、(2)に答えなさい。 
 (1) 耳で音の刺激を受け取るとき、振動が鼓膜から耳小骨に伝わった後、この振動が耳小骨の次に伝わる部分を何とい

いますか。 
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 (2) 人が感覚器官で刺激を受け取り、反応するときの経路となるように、ア～エを感覚器官に続いて信号が伝わる順に
並べ、記号で答えなさい。 

   ア 運動神経   イ 感覚神経   ウ 運動器官   エ 中枢神経 
 
② 下線部(b)について、図４はオシロスコープに表示させた、ある音の振動の様子を表している。この音よりも、音の大
きさが大きく、音の高さが低い音の振動の様子はア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。ただし、図の縦軸の
方向は振幅を、横軸の方向は時間を表しており、ア～エの横軸と縦軸の目盛りの間隔は、図４と同じである。 

 
 
 
 
 
③ 下線部(c)について、(1)、(2)に答えなさい。 
 (1) プラスチックは、ロウや砂糖などと同じように、燃焼させると二酸化炭素と水を生じる。このような物質を何とい

いますか。 
 
 (2) 質量 0.54ｇ、体積 0.45 ㎤のプラスチックの密度は何ｇ/㎤ですか。 
 
④ 下線部(d)について、図５はドローンが水平に対して機体を傾けて飛行している
瞬間を表した模式図であり、矢印はドローンにはたらく重力の大きさと向きを表
している。この重力をＡの方向とＢの方向に分解したとき、Ａの方向の文力の大き
さは何Ｎですか。ただし、図５の方眼の１目盛りは 0.1Ｎとする。 

 
 
 
 
⑤ 下線部(e)について、図３は、気象衛星による雲画像である。この画像で確認できる日本の冬の雲画像の特徴について
説明した、次の文の[ (あ) ]に当てはまるのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。また、[ (い) ]に
当てはまる適当なことばを書きなさい。 

  日本海の海上に[ (あ) ]からの季節風に沿った[ (い) ]の雲が見られる。 
 ア 北東   イ 北西   ウ 南東   エ 南西 
 
⑥ 下線部(f)について、これらの検査で利用されている X 線などの放射線の性質（能力）を調べた次の文章の[    ]
に当てはまる適当なことばを書きなさい。 

  放射線には、物質を[    ]性質（能力）がある。検査ではこの性質を利用している。 
 
⑦ 下線部(g)について、内視鏡では消化管などを見ることができ、小腸内部の表面は柔毛でおおわれている様子がわかる。
柔毛の表面で吸収されやすい物質として適当なのは、ア～オのうちではどれですか。当てはまるものをすべて答えなさ
い。 

 ア アミノ酸   イ 脂肪   ウ モノグリセリド   エ ブドウ糖   オ タンパク質 
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問題２ 翔太さんは太陽の１日の動きを調べるために、次のような【観察】を行った。①～③に答えなさい。 
    〈2019 年岡山理科 第３問〉 
 
 
 
 
 
 
 
① 図１で表されるような、太陽の１日の見かけ上の運動を何といいますか。 
 
② 下線部について、天球上のある時刻の太陽の位置を点 A、その２時間後の太陽の位置を点 B とすると、∠AOB の大き
さとして最も適当なのは、ア～オのうちではどれですか。一つ答えなさい。 

 ア 15°   イ 24°   ウ 30°   エ 36°   オ 48° 
 
③ 翔太さんは季節による太陽と地球の関係を調べるために【実験】を行った。(1)～(5)に答えなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) 図３と図４の a～d について、地球の自転と公転の向きを正しく表した組み合わせとして最も適当なのは、ア～エ

のうちではどれですか。一つ答えなさい。 
   ア 自転：a  公転：c   イ 自転：a  公転：d 
   ウ 自転：b  公転：c   エ 自転：b  公転：d 
 
 (2) 図４で〔観測点〕が夏至となるのは P～Sのうちではどれですか。一つ答えなさい。 
 
 (3) 図５は、P～Sのいずれかで撮影した連続写真の電球の位置を、なめらかな曲線で結び、矢

印で表した模式図である。この矢印が図５のようになるのは、P～Sのうちではどれですか。
一つ答えなさい。 

 
 (4) 実際に、日本で真夜中の東の空の低い位置に、星座 X が見える地球の位置として最も適当なのは、P～S のうちで

はどれですか。一つ答えなさい。 
 
 (5) 【実験】から、将太さんが季節による太陽と地球の関係をまとめた次の文章の[    ]に共通して当てはまる適

当なことばを書きなさい。 
    地軸が傾いたまま、地球が自転しながら好転すると、昼の長さが変化するだけでなく、[    ]ことがわかった。

昼の長さが変化することで太陽からエネルギーを受け取る時間の長さが変化し、[    ]ことで同じ時間に同じ面
積で太陽から受け取るエネルギー量が変化する。その結果、季節の変化が生じると考えられる。次回は地軸を傾けず
に実験を行い、地球に与える影響を比較した。 
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問題３ 理恵さんは、太陽系から約 39 光年離れた天体「トラピスト１」の周囲で地球に似た惑星が発見されたという発表
を知って宇宙に興味をもち、天文台に見学に行った。次は、調べたことをまとめた【メモ】の一部である。①～④に
答えなさい。〈2019 年岡山理科 第４問〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 太陽について、(1)、(2)に答えなさい。 
 (1) 太陽のように自ら光を放つ天体を何といいますか。 
 
 (2) 下線部からわかる太陽の動きについて、簡潔に書きなさい。 
 
② 地球と月に関する次の文章の[ (X) ]、[ (Y) ]に入る語句の組み合わせとして最も適当なのは、ア～エのうちでは
どれですか。一つ答えなさい。 

 
 
 
 

 
③ 図には、惑星 A～F と地球の計 7 個の太陽系の惑星について、それぞれの赤道半径と平均密度の値が記入されている。
また、表は、地球と太陽系の惑星 G について、赤道半径、平均密度、太陽からの平均距離の値をそれぞれ示している。
(1)、(2)に答えなさい。 

 (1) 惑星 G の赤道半径と平均密度の値を、図と表を参考にして、解答
用紙のグラフにかきなさい。表し方については、地球の・にならっ
て、はっきりと記入しなさい。 

 
 (2) 惑星 G は、次のア～カのうちのどれですか。一つ答えなさい。 
   ア 海王星   イ 火星   ウ 金星 
   エ 水星    オ 天王星  カ 土星 
 
④ 地球には生命が存在できる環境が備わっており、その条件として主
に次の二つのことがあげられる。一つは、酸素を含む大気が存在する
ことである。もう一つは、何という物質が、どのような状態で存在す
ることですか。地球の英金表面温度が約 15℃であることを踏まえて、
簡潔に書きなさい。 

 
 
 
 



12 
 

問題４ 栄一さんは、水溶液 A～D について、性質をもとに水溶液を判別する実験を行った。次はそのレポートの一部で
ある。①～④に答えなさい。〈2018 年岡山理科 第３問〉 

 
① 水溶液にしたとき、電流が流れる物質を何といいますか。漢字三字で答えなさい。 
 
② 水溶液 B は、次のア～エのうちのどれですか。一つ答えなさい。 
 ア うすい硫酸   イ 食塩水 
 ウ 砂糖水     エ うすい水酸化バリウム水溶液 
 
③ 【実験２】で発生した気体について、(1)、(2)に答えなさい。 
 (1) 発生した気体は、図のような方法で集める。図の気体の集め方を何といいますか。 
 
 (2) 発生した気体は何ですか。また、試験管に集めたこの気体を確認する方法とその結果を書きなさい。 
 
④ 栄一さんは、果物の缶詰をつくるときに、酸やアルカリが利用されることがあることを知った。そこで、このとき利
用されている塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和反応について調べるため、【実験４】を行った。(1)、(2)に答えなさ
い。 

 
 
 
 
 
 
 (1) 塩酸と水酸化ナトリウムの中和反応を示した右の化学反応式を完成

させなさい。 
 
 (2) 加えたうすい塩酸の体積の合計と、ビーカー内の水溶液中の水素イオン数との関係を表したグラフとして最も適当

なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 
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3rd Day 

 
問題１ 清子さんは、トウモロコシが世界で広く栽培されていることを知り、トウモロコシについて調べた。次は、調べ

たことをまとめたノートの一部と、清子さんと先生との会話である。①～⑦に答えなさい。〈2015 年岡山 第１問〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① [ (X) ]、[ (Y) ]に当てはまる語をそれぞれ書きなさい。 
 
② トウモロコシの葉の一部について、葉脈の模式図をかきなさい。 
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③ 下線部○a について、身のまわりにある有機物の組み合わせとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。 
 ア エタノール、食塩、プラスチック   イ デンプン、エタノール、プラスチック 
 ウ デンプン、食塩、マグネシウム    エ デンプン、プラスチック、マグネシウム 
 
④ 右の図は、清子さんがトウモロコシの花粉と葉緑体を、顕微鏡で観察したときの
視野スケッチである。ただし、右の二つのスケッチに示した髪の毛は同じものであ
り、観察した倍率は異なっている。 

  次の説明の[ (あ) ]に当てはまる顕微鏡の部位の名称をかきなさい。また、
[ (い) ]、[ (う) ]に入ることばの組み合わせとして最も適当なのは、ア～エ
のうちではどれですか。一つ答えなさい。 

  低倍率でピントが合っている状態から、より高い倍率で観察しようとするとき、
まず[ (あ) ]を手で回して高倍率の対物レンズに変える。このときプレパラートと対物レンズの距離は、より
[ (い) ]なる。また、顕微鏡の視野スケッチをもとに判断すると、より高い倍率で観察しているのは、[ (う) ]を観
察したときである。 

 ア [ (い) ]：遠く、[ (う) ]：花粉   イ [ (い) ]：遠く、[ (う) ]：葉緑体 
 ウ [ (い) ]：近く、[ (う) ]：花粉   エ [ (い) ]：近く、[ (う) ]：葉緑体 
 
⑤ 下線部○b について、イヌワラビのように種子ではなく胞子でなかまをふやすのはア～オのうちではどれですか。当て
はまるものをすべて答えなさい。 

 ア アブラナ   イ タンポポ   ウ ゼニゴケ   エ イチョウ   オ スギナ 
 
⑥ 下線部○c について、(1)、(2)に答えなさい。 
 (1) 次の文章の[ (P) ]、[ (Q) ]に当てはまる語を、「遺伝子」、「染色体」のうちから一つずつ選んで書きなさい。 
    [ (P) ]の本体は DNA という物質であることが明らかになっている。一つの細胞に一つ存在する核の中に

[ (Ｑ) ]が含まれる。[ (Ｑ) ]にある[ (Ｐ) ]によって親から子へ形質が伝わる。 
 
 (2) トウモロコシの趣旨の色を白色にする遺伝子を○、黄色にする遺伝子を●で表し、○と●は対立する形質を現す遺

伝子とする。親子のもつ遺伝子を模式図で表したとき、子の遺伝子の組み合わせとして可能性があるのはア～オのう
ちではどれですか。当てはまるものをすべて答えなさい。ただし、メンデルが発見した遺伝の規則性に従うものとす
る。 

 
 
 
 
 
⑦ [ (Z) ]に、「遺伝子」、「親」という語をつかって、当てはまる適当なこばを書きなさい。 
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問題２ 大地さんは、歴史博物館を見学し、船で物資を運ぶときの工夫について興味をもち調べた。①、②に答えなさい。 
    〈2015 年岡山理科 第３問〉 
 
① 船で川を上るには両岸から船をひく方法がある。右の図は、川と船の模式図であり、矢印は船
にはたらく力の大きさと向きを、点線は両岸から船をひく方向を表している。船にはたらく力を
点線の方向に分解し、矢印でそれぞれかきなさい。また、作図に使った線は消さないでおきなさ
い。 

 
 
 
 
 
 
② 大地さんは、石をのせて運ぶ船と、右の図のように、水中に石を沈めて運ぶ船
があることを知り、その違いを調べるために実験１、実験２を行った。(1)～(3)に
答えなさい。ただし、おもりや容器の底面は常に水面と平行で、おもりはビーカ
ーの側面や底面には触れなかったものとし、糸の質量と体積は考えないものとす
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) 考察の[ (P) ]には当てはまる適当なことばを、[ (Q) ]には当てはまる数をかきなさい。 
 
 (2) 実験１で、𝑥𝑥 = 6㎝ から 𝑥𝑥 = 8㎝ にしたとき、おもりの底面にはたらく水圧の大きさはどうなるか。最も適当なの

は、ア～ウのうちではどれですか。一つ答えなさい。 
   ア 大きくなる   イ 小さくなる   ウ 変わらない 
 
 (3) 大地さんは、同じ容器と同じおもりを使って実験２を行った。実験

２では、容器の内側におもりをのせた装置 A と、容器の底面におもり
をつるした装置 B を使った。装置 A、装置 B について、水面から容器
の底面迄の距離をそれぞれ 𝑦𝑦〔㎝〕、𝑧𝑧〔㎝〕とすると、図３のように、
どちらの装置も水に浮かんで静止した。このとき 𝑦𝑦 > 𝑧𝑧 という結果に
なり、同じおもりを使っても装置 B の容器の方が沈みにくいことがわ
かった。図３のとき、装置 A、装置 B にはたらく浮力と重力の大きさの関係を表したものとして適当なのは、ア～エ
のうちではどれですか。当てはまるものをすべて答えなさい。 

   ア 装置 A にはたらく重力は、装置 B にはたらく重力と等しい。 
   イ 装置 A にはたらく重力は、装置 A にはたらく浮力と等しい。 
   ウ 装置 B にはたらく浮力は、装置 B にはたらく重力よりも大きい。 
   エ 装置 B にはたらく浮力は、装置 A にはたらく浮力よりも大きい。 
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問題３ 科学部の陽子さんは、中学校の文化祭で「県の石」について、展示を行うことになった。次は、来場者に説明する
ために用意した原稿の一部である。①～③に答えなさい。〈2017 年岡山理科 第４問〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 図１、図２の岩石は、ともに火成岩である。(1)、(2)に答えなさい。 
 (1) 図１の讃岐石のでき方を説明した次の文の[    ]に当てはまる適当なことばを書きなさい。 
    讃岐石は肉眼では斑晶がほとんど見えず、形がわからないほど小さい粒でできていることから、マグマが

[    ]ことによってできたことがわかる。 
 
 (2) 火成岩は、右の表のア～カのように大きく６種類に分類され、図２の岩石は

この表ではカに分類される。カの岩石を何といいますか。 
 
 
② 図３について、(1)、(2)に答えなさい。 
 (1) [ (X) ]に当てはまる生物は、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 
   ア フズリナ   イ ビカリア   ウ サンヨウチュウ（三葉虫）   エ アンモナイト 
 
 (2) 下線部について、地層ができた年代を推定できる化石を示準化石という。示準化石となる生物には、広い範囲に生

存していたことのほかに、どのような特徴があるか書きなさい。 
 
③ 図４について、陽子さんは砂と泥の堆積のしかたを確かめた。次の文の[ (A) ]、[ (B) ]に入ることばの組み合わ
せとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 

  右の図のように、水と砂と泥が入った容器にふたをして振り混ぜた後、静かに置いておくと、
粒が大きいものほど[ (A) ]沈むため、砂の層の[ (B) ]に泥の層が堆積した。 

 ア [ (A) ]：ゆっくり、[ (B) ]：上   イ [ (A) ]：速く、[ (B) ]：上 
 ウ [ (A) ]：ゆっくり、[ (B) ]：下   エ [ (A) ]：速く、[ (B) ]：下 
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問題４ 冬休みにスキー場に出かけた一郎さんは、傾斜角と速さの関係に興味をもち、【実験操作】に従って、物体の運動
について実験を行った。①～⑥に答えなさい。〈2017 年岡山理科 第５問〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
① 0.1 秒間に移動した距離を示す記録テープとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 
 
 
 
② ある記録テープの長さを測定すると、0.1 秒間に台車が 2.8 ㎝進んでいることがわかった。この間の台車の平均の速さ
は何 m/s ですか。 

 
③ 水平面上では、台車は一直線上を一定の速さで進んだ。この運動を何といいますか。 
 
④ 右の図の矢印は、斜面上の台車にはたらく重力の大きさと向きを表している。重力を斜面に沿っ
た方向と斜面に垂直な方向に分解し、分力を矢印でそれぞれかきなさい。 

 
⑤ 斜面の傾斜角をさらに大きくしたときの台車の運動について述べたものとして最も適当
なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 

 ア 斜面に沿った重力の分力は大きくなるが、速さが変化する割合は変わらない。 
 イ 斜面に沿った重力の分力は大きくなるので、速さが変化する割合も大きくなる。 
 ウ 斜面に沿った重力の分力は変わらないので、速さが変化する割合も変わらない。 
 エ 斜面に沿った重力の分力は変わらないが、速さが変化する割合は大きくなる。 
 
⑥ 右の図は、一郎さんが滑走したスキーのコースを、レールで再現したと
きの模式図であり、レールに沿って小球を運動させ、速さが最大になる場
所を調べた。(1)、(2)に答えなさい。ただし、レールはなめらかにつなが
っており、小球とレールの摩擦、空気の抵抗は考えないものとする。 

 (1) 小球の速さが最大になる場所は、図中のア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 
 
 (2) 小球の運動について説明した次の文の[ (X) ]～[ (Z) ]に入る語句の組み合わせとして最も適当なのは、ア～

エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 
    [ (X) ]エネルギーは保存されるので、[ (Y) ]エネルギーが最も小さく

なる場所では、[ (Z) ]エネルギーが最も大きくなるため、小球の速さが最
大になると考えられる。 
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4th Day 

 
問題１ 中学生の高志さんは、深海について調べた。次に示したものは、高志さんがまとめたレポートの一部と、同級生

の理恵さんとの会話である。①～④に答えなさい。〈2014 年岡山理科 第１問〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 下線部(a)について、(ア)～(ウ)に答えなさい。 
 (ア) 日本近海の海洋プレートは年間数㎝の速さで移動している。これら２つのプレートの移動方向を表している図と

して最も適当なのは、(1)～(4)のうちではどれですか。一つ答えなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 (イ) 地球内部へと沈み込んだプレートが高温となり、岩石の一部が地下でどろどろに溶けたものを何といいますか。 
 
 (ウ) プレートが移動することによって、水平に堆積した地層を押し縮める巨大な力がはたらくと、地層が波打つよう

に曲がることがある。この地層の曲がりを何といいますか。 
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② 下線部(b)について、音波は水深を測ることにも利用されている。水面から真下の海底に音波を発射して海底で反射さ
せ、再び水面に戻るまでの時間を計ると 4.2 秒であった。このとき測定した水深は何 m ですか。ただし、水中を伝わる
音の速さは 1500m/秒とする。 

 
③ 下線部(c)について、堆積した生物の死がいがおし固められてできた岩石は、(1)～(5)のうちではどれですか。当ては
まるものをすべて答えなさい。 

 (1) れき岩   (2) 石灰岩   (3) 凝灰岩   (4) チャート   (5) 砂岩 

 
④ 図５は、下線部(d)の地形を模式的に示したものである。図５の実線は標高（海面からの高さ）が等しい地点を結んで
おり、数値は標高を示している。図６は、図５のＡ～Ｃ地点の柱状図である。この地域では、それぞれの地層は水平に一
定の厚さで積み重なっており、地層の上下の逆転や断層はなく、火山灰の層は一つしかない。(ア)、(イ)に答えなさい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ア) 火山灰の層(X)と砂の層の境目の標高は何 m ですか。整数で答えなさい。 
 
 (イ) 図６の層(a)～(c)を、堆積した年代の古いものから順に並べ、記号で答えなさい。 
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問題２ 宇宙に興味がある直子さんは、日本の惑星探査について調べた。次は、直子さんが調べたことを紹介している様
子である。①～④に答えなさい。〈2015 年岡山理科 第４問〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 下線部○a について、太陽を中心として地球より外側を周回している惑星をア～オのうちから３つ選び、太陽に近い物
から順に並べ、記号で答えなさい。 

 ア 木星   イ 火星   ウ 土星   エ 水星   オ 金星 
 
② 下線部○b について、イオンができる様子を示したものとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答
えなさい。 

 ア 原子がマイナスの電気をもつ電子を放出すると陰イオンになる。 
 イ 原子がマイナスの電気をもつ電子を放出すると陽イオンになる。 
 ウ 原子がプラスの電気をもつ電子を受け取ると陰イオンになる。 
 エ 原子がプラスの電気をもつ電子を受け取ると陽イオンになる。 
 
③ 下線部 c のとき、「はやぶさ２」が「イオン」を後方へ押し出すと同時に、「イオン」が「はやぶさ２」を前方に押し返
しており、二つの物体間で同時に同じ大きさで逆向きの力がはたらいている。この法則を何といいますか。 

 
④ 直子さんは、日本初の惑星探査機「のぞみ」が撮影した図２の
写真を見つけた。直子さんは、地球から見た月の見え方を調べる
実験１と、地球と月が図３のように大きく欠けた形で見える位置
を調べる実験２を行った。(1)～(3)に答えなさい。ただし、図３
の黒い部分は、光が当たっていない部分とする。 

 
 
 
〈実験説明〉 
  図４のように、電灯を太陽、球 X（直径 10 ㎝）を地球、球 Y（直
径 2.7 ㎝）を月、カメラを観察者にそれぞれ見立て、水平な机の上
に置く。球 Y を台にのせ、球 X と球 Y の中心の高さを合わせ、球 X
の中心から球 Y の中心までの距離を 20 ㎝にする。また、光源は電
灯のみとし、球 X と球 Y に平行な光が当たるように、電灯をじゅう
ぶん離して実験１、実験２を行う。ただし、図５、図６は、これら
の位置関係を地球の北極側から見た模式図である。 
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 (1) 実験１について、[ (P) ]は図５の a～d のうちから、[ (Q) ]は図５の A～F のうちから最も適当なものを、そ

れぞれ一つ答えなさい。また、[ (R) ]に当てはまる語として最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ
答えなさい。 

   ア 北   イ 東   ウ 南   エ 西 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) 実験２について、[ (S) ]に当てはまるものとして最も適当なのは、図６のア～オのうちではどれですか。一つ答

えなさい。 
 
 (3) 直子さんは実験１、実験２の後、地球から月までの距離とこれらの天体の直径との関係を球 X と球 Y を使って表

したいと考えた。地球から月までの距離と地球の直径の実際の値に基づいて考えると、20 ㎝としていた球 X の中心
から球 Y の中心までの距離をいくらにすればよいか。答えは m 単位で表し、少数第二位を四捨五入して答えなさい。
ただし、球 X と球 Y の直径の比は、地球と月の直径の比と等しく、地球の中心から月の中心までの距離は 38 万㎞、
地球の直径は 1.3 万㎞とする。 
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問題３ 中学生の純さんは、理科の授業で植物の根の成長について観察したあと、植物のつるの成長について興味をもち、
エンドウを材料にして、同じ方法で観察した。次は、純さんがまとめたレポートである。①～⑤に答えなさい。 
〈2016 年岡山理科 第２問〉 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 下線部(あ)の操作の目的として最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 
 ア 細胞一つ一つを離れやすくするため   イ 細胞内の水分を減らすため 
 ウ 核などを赤紫色に染めるため      エ 細胞に栄養分を与えるため 
 
② [   (い)   ]に当てはまる適当な操作を書きなさい。 
 
③ 下線部(う)では、15 倍の接眼レンズと 40 倍の対物レンズを使った。このときの倍率は何倍になりますか。 
 
④ 【結果】の Aのスケッチについて、(1)、(2)に答えなさい。 
 (1) 細胞内に見られるひも(糸)状のつくりを何といいますか。 
 
 (2) a～d で示した細胞を細胞分裂が進行する順に並べ、記号で答えなさい。ただし、細胞分裂の進行の順は、a の細胞

をはじまりとする。 
 
⑤ レポートの内容を踏まえて、【考察】の[   (え)   ]に当てはまる適当なことばを書きなさい。 
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問題４ 次は、中学生の理恵さんが、先生に手作りモーターの作り方を教えてもらったときの会話の一部である。①～⑤
に答えなさい。〈2016 年岡山理科 第４問〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 磁石の周囲の各点における磁界の向きをつなぎあわせた曲線のことを何といいますか。 
 
② コイルが回転しているときに流れる電流の大きさを測定するために、電流計を図
１の Z の位置につないだ。回路を流れる電流の大きさが予想できないとき、電池側
とスイッチ側の導線の端をつなぐ端子として最も適当なのは、右図のア～エのうち
ではどれですか。それぞれ一つ答えなさい。 

 
 
③ 次の文章は、理恵さんが「なぜ、図２のようにエナメルをはがすのですか」と質問したときに先生が答えた内容であ
る。[        ]に当てはまることばとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。 

  コイルの両端のエナメルをすべてはがした場合、スイッチを入れて図１の状態からコイルが180°回転したときには、
回転をはじめたときと比べて、コイルの磁石に近い部分では[        ]が変わるので、はたらく力の向きが反
対になる。そこで、エナメルを半分残すと、エナメル部分が支柱と接しているときにはコイルに電流が流れないので、
コイルは連続的に回転できる。 

 ア 流れる電流の大きさ   イ 電流の流れる向き 
 ウ 磁石の磁界の向き    エ 磁石の磁界の強さ 
 
④ 下線部○a について、右の化学反応式を完成させなさい。 
 
 
⑤ 下線部 ○b のために図１の装置を工夫するとき、コイルを工夫する以外にどのような方法があるか。一つ書きなさい。 
 
 
 
 
 



24 
 

5th Day 

 
問題１ 中学生の大地さんは、卒業式のときに学校の花壇を花でいっぱいにしたいと思い、アブラナの種をまいた。アブ

ラナが早春から花を咲かせることに興味をもった大地さんには、アブラナやアブラナが育つ季節の天気について調
べた。次に示したものは、大地さんがまとめたレポートの一部と、大地さんと先生との会話である。①～⑦に答え
なさい。〈2013 年岡山理科 第１問〉 

① 下線部(a)について、図４は花のつくりが観察できるように、がくや花びらなどを一
部取り去って、横から観察したアブラナの花の模式図である。種子がつくられる部分
は図４の(1)～(4)のうちではどこですか。一つ答えなさい。 

 
② 下線部(b)について、次は水酸化ナトリウムが水溶液中で電離している様子を表し
ている。[ (ア) ]、[ (イ) ]に当てはまるイオン式をそれぞれ書きなさい。 

  NaOH → [ (ア) ] ＋ [ (イ) ] 
 
③ 下線部(c)について、[ (X) ]に当てはまる適当なことばは、(1)～(4)のうちではどれですか。一つ答えなさい。また、

[ (Y) ]に当てはまる適当な語を書きなさい。 
 (1) 暖かく湿った   (2) 暖かく乾いた   (3) 冷たく湿った   (4) 冷たく乾いた 
 
④ 図１について、(ア)～(ウ)に答えなさい。 
 (ア) 天気図中には、hPa という単位で気圧が示されている。hPa の読みをカタカナで書きなさい。 
 
 (イ) 図１に見られる冬の特徴的な気圧配置の型を漢字四字で書きなさい。 
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 (ウ) 前線 A 付近の大気の動きと雲の種類を説明した次の文中の[ (あ) ]～[ (う) ]に入ることばの組み合わせと
して最も適当なのは、(1)～(4)のうちではどれですか。一つ答えなさい。 

    [ (あ) ]が[ (い) ]の下にもぐりこみ、[ (い) ]を押し上げるように進み、[ (う) ]などができる。 
   (1) [ (あ) ]：寒気、[ (い) ]：暖気、[ (う) ]：積乱雲 
   (2) [ (あ) ]：寒気、[ (い) ]：暖気、[ (う) ]：乱層雲 
   (3) [ (あ) ]：暖気、[ (い) ]：寒気、[ (う) ]：積乱雲 
   (4) [ (あ) ]：暖気、[ (い) ]：寒気、[ (う) ]：乱層雲 
 
⑤ [ (Z) ]に当てはまる語を書きなさい。 
 
⑥ 図３の記号が表す天気、風向、風力をそれぞれ書きなさい。 
 
⑦ 下線部(d)について、大地さんは
地球、太陽の位置および星座の方
向の関係を図５のようにまとめ
て、濃厚と星の動きとの関係につ
いて調べた。すると、日本のある
地域では、図６のすばるが明け方
に南中する時期に、ある植物の種
まきをするとよいという言い伝
えがあることがわかった。この言
い伝えから、この植物の種まきを
行うのに最も適している時期の地球の位置を表すのは、図５の(1)～(4)のうちではどれですか。一つ答えなさい。 
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問題２ 博物館でシソチョウの化石のレプリカ（複製品）を見てメモを取っていた健二さんは、ほ乳類の前あしの骨格に
ついて学んだことを思い出した。次は、博物館での【メモ】と授業の【ノート】の一部である。①～④に答えなさ
い。〈2017 年岡山理科 第２問〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① セキツイ動物として適当なのは、ア～オのうちではどれですか。当てはまるものをすべて答えなさい。 
 ア カメ   イ イカ   ウ カエル   エ クモ   オ カニ 
 
② 【メモ】の[ (X) ]、[ (Y) ]に当てはまる適当な語句をそれぞれ書きなさい。 
 
③ 健二さんは、骨格を観察するため、ニワトリの手羽先を解剖した。図１は、そのときのスケッチである。(1)、(2)に答
えなさい。 

 (1) 図１の[ (あ) ]は、筋肉の両端にあり、骨についている部分
を示している。[ (あ) ]を何といいますか。 

 
 (2) 図１に示した二本の骨は、ヒトではどの部分の骨に相当します

か。図２のア～エのうちから最も適当なものを、一つ答えなさ
い。 

 
 
④ 【ノート】について、(1)、(2)に答えなさい。 
 (1) [ (Z) ]に当てはまる適当な語句を漢字四字で書きなさい。 
 
 (2) ほ乳類の前あしについて、形やはたらきが異なる理由を述べた次の文の[    ]に当てはまる適当なことばを書

きなさい。 
    現在のほ乳類の前あしの形やはたらきが異なるのは、共通の祖先からそれぞれの生物が進化して[    ]からと

考えられている。 
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問題３ 次は、中学生の花子さんが、植物と動物で共通することについてまとめたものの一部である。①～③に答えなさ
い。〈2014 年岡山理科 第 2 問〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① [ (a) ]、[ (b) ]には当てはまる適当な語を、[ (c) ]には当てはまる物質名を書きなさい。 
 
② 被子植物の有性生殖について説明した文として最も適当なのは、(1)～(4)のうちではどれですか。一つ答えなさい。 
 (1) めしべの柱頭に花粉がつくことを受精という。 
 (2) 精子が花粉管の中を通って胚珠まで移動する。 
 (3) 受精によってできる細胞を受精卵という。 
 (4) 親とまったく同じ形質が子に表れる。 
 
③ 花子さんは、植物のダイコンにも、ヒトのだ液と同じようにデンプンを分解するはたらきがあることを知り、ダイコ
ンのしぼり汁を使った実験を考えた。次は、[花子さんの考え]と[実験方法]を示している。(ア)、(イ)に答えなさい。 

 
 (ア) ヒトのだ液に含まれ、デンプンを分解する消化酵素を何といいますか。 
 
 (イ) [花子さんの考え]が正しいことを確かめるためには、試験管 A～C のうち、どの２つの試験管の結果を比較すれば

よいか答えなさい。また、選んだ２つの試験管にヨウ素溶液を加えたとき、ヨウ素溶液の色はどのように変化すると
考えられるかそれぞれ書きなさい。 
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問題４ 酸とアルカリの水溶液を混ぜたときの水溶液の性質の変化を調べるために、〈実験〉を行った。①～⑤に答えなさ
い。〈2014 年岡山理科 第３問〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 緑色の BTB 溶液を加えると青色になる水溶液として最も適当なのは、(1)～(4)のうちではどれですか。一つ答えなさ
い。 

 (1) 石けん水   (2) 炭酸水   (3) レモンの果汁   (4) 食酢 
 
② 下線部のこまごめピペットの使い方として最も
適当なのは、(1)～(4)のうちではどれですか。一つ
答えなさい。 

 
 
 
 
③ 質量パーセント濃度が 1％の塩酸をつくるためには、質量パーセント濃度が 5％の塩酸 10ｇに何ｇの水を加えればよ
いか答えなさい。 

 
④ 操作２のあとの水溶液について説明した文として最も適当なのは、(1)～(4)のうちではどれですか。一つ答えなさい。 
 (1) ビーカーＡの水溶液にマグネシウムを加えると、気体が発生する。 
 (2) ビーカーＢの水溶液は中性であり、電流を通さない。 
 (3) ビーカーＣの水溶液の pH を測定すると、その値は 7 より大きい。 
 (4) ビーカーＤの水溶液を蒸発させると、塩の結晶が残る。 
 
⑤ 次は、ビーカーＣについて、水溶液に含まれる粒子の種類と数をモデルで示したものである。塩酸に含まれるイオン
を○と●、水酸化ナトリウムイオンを□と■、反応によってできた水分子を◎で表している。(ア)、(イ)に答えなさい。 

 
 (ア) 〇、■のモデルに当てはまるイオン式をそれぞれ書き入れない。 
 (イ)  (X)  に当てはまる粒子として、最も適当なモデルをかきなさい。 


