
平成 29 年度 九州国際大学付属高等学校

理 科 入学試験問題

問題用紙 （１～15 ページ） 試験時間 （50 分）

注 意 事 項

１. 試験問題は、試験開始の合図があるまで開けないこと。

２. 試験開始後、問題冊子の印刷の不具合などに気付いた場合は手を挙げて監督者に

申し出ること。

３. 解答は、すべて解答用紙に記入すること。

４. 携帯電話、計算機、アラーム等の使用は禁止する。

５. 体調不良等の場合は、監督者に申し出ること。

６. 問題用紙は、各自持ち帰ること。



図は、自然界における物質の流れを示したものです。破線ａ・ｂは気体Ｘの流れを、実線は
有機物の流れを表しています。これについて、下の各問いに答えなさい。

問１ 大気中の気体Ｘは何ですか。その名称を答えなさい。

問２ 破線ａ・ｂはそれぞれ何というはたらきによるものですか。

問３ 生物Ａ、生物Ｂ、生物Ｃの間には、食べる・食べられるという関係があります。この関係に
よるつながりを何といいますか。

問４ 生物Ａは、生態系の中での役割から「生産者」といいます。これに対して生物Ｂや生物Ｃは
何といいますか。

問５ ある晴れた１日を通して考えた場合、屋外で生活する生物Ａが破線ａで吸収するＸの量と、
破線ｂで放出するＸの量の関係はどのようになりますか。次のア～ウの中から正しいものを１
つ選び、記号で答えなさい。

ア ａで吸収するＸの量 ＞ ｂで放出するＸの量
イ ａで吸収するＸの量 ＝ ｂで放出するＸの量
ウ ａで吸収するＸの量 ＜ ｂで放出するＸの量

問６ 生物Ｂや生物Ｃが食べているものにはタンパク質が含まれています。タンパク質が生体内で
分解されると、有害なアンモニアができます。ヒトは、体内でできたアンモニアをどこでどの
ようにして排出していますか。次の文中の（ ① ）～（ ③ ）に適する語句をそれぞれ答え
なさい。

ヒトは（ ① ）でアンモニアを無害な（ ② ）につくり変え、（ ③ ）でろ過し、排出
している。
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次のⅠ・Ⅱに答えなさい。

Ⅰ．図１は、ヒトの肺でみられるつくりを模式的に示し
たものです。

問１ Ａは、毛細血管に取り囲まれた小さなうすい膜の
袋です。肺はこのＡが多数集まってできています。
Ａの名称を答えなさい。

問２ ヒトが呼吸するときのしくみについて述べた次の文中の①～③において、正しい語句をそれ

ぞれ選び、ア～カの記号で答えなさい。

息を吸うとき、ろっ骨が筋肉によって①｛ア 引き上げられ イ 引き下げられ｝、横隔膜

の筋肉が②｛ウ 縮む エ ゆるむ｝ことにより、横隔膜が③｛オ 上がり カ 下がり｝、

胸腔は広くなる。そのため、胸腔内の気圧が体外の気圧よりも低くなり、外の空気が肺に入っ

てくる。

注）胸腔…ろっ骨と横隔膜で囲まれた部分

問３ 毛細血管外の細胞に渡された酸素は、細胞の呼吸に使われます。この細胞の呼吸が行われる

目的は何ですか。「養分」という語句を用いて簡潔に説明しなさい。
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Ⅱ．図２はイカの胴部を切り開いて、内臓を
取り除いた様子を模式的に示したものです。

問４ Ｂの名称を答えなさい。

問５ Ｃは骨のような少し硬い構造をしています。これは、進化の過程で貝殻だったものがそのは
たらきを失ったものです。このような器官を何といいますか。次のア～ウの中から正しいもの
を１つ選び、記号で答えなさい。

ア 痕跡器官 イ 相同器官 ウ 相似器官

問６ 貝やイカなどのなかまは、軟体動物とよばれます。軟体動物とセキツイ動物の呼吸のしかた

の組み合わせとして正しいものは次のうちのどれですか。ア～オの中から１つ選び、記号で答
えなさい。
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ア えら呼吸 えら呼吸

イ えら呼吸 肺呼吸

ウ えら呼吸 えら呼吸または肺呼吸
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中学３年生で理科好きのＮ君から、Ｋ高等学校の環境科学部に、水溶液を区別してほしいと

いう依頼がありました。持ち込まれた水溶液は全部で６種類（Ａ～Ｆ）です。すべて、無色透
明だったため、自分で作っていたときに区別ができなくなったそうです。ただし、これらの水

溶液は、塩酸・アンモニア水・炭酸水・食塩水・砂糖水・水酸化ナトリウム水溶液であることは

わかっています。下の各問いに答えなさい。

問１ 赤色リトマス紙を用いて水溶液の性質を調べたところ、Bと Fだけが青色に変化しました。
また、Fからは鼻を刺すような臭いがしました。Bの水溶液は何ですか。次のア～カの中から
正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。

ア 塩酸

イ アンモニア水

ウ 炭酸水

エ 食塩水

オ 砂糖水

カ 水酸化ナトリウム水溶液

問２ BTB溶液を用いて水溶液の性質を調べたところ、Cと Eだけが黄色に変化しました。また
Cと Eの水溶液に、それぞれ水酸化カルシウム水溶液を加えたところ、Ｅだけに白色の沈殿が
生じました。この沈殿は何ですか。化学式で答えなさい。

問３ ６種類の水溶液に電極を入れ、電気が流れるかどうか調べたところ、Dだけは流れません
でした。このように、水に溶けても電気が流れない物質を何といいますか。
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問４ Bと Cを混合したときに起こる化学変化を、化学反応式で示しなさい。

問５ Bの水溶液 10 mLに、Bの２倍の濃さの Cを混合して中性にするためには、Cの体積はど
れくらい必要ですか。次のア～エの中から正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。

ア 濃さが２倍なので、２倍の 20 mL必要である。

イ 濃さが２倍なので、半分の 5.0 mL 必要である。

ウ 濃さが２倍なので、少量（5.0 mL 未満）あればよい。

エ 濃さが２倍でも、同じ 10 mL必要である。
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鉄と硫黄を使った次の実験について、下の各問いに答えなさい。

＜実験＞

① 鉄粉 7.0 g と硫黄の粉末 4.0 g を乳鉢
にゅうばち

でよく混ぜ、２等分して試験管Ａ、Ｂに入れた。

② 試験管Ａの混合物の上部を加熱し、混合物の上部が赤くなったら加熱をやめた。加熱をや

めても反応は続き、鉄と硫黄がすべて反応して黒色の物質Ｃができた。試験管Ｂは加熱を

していない。

③ 試験管Ａが十分に冷えた後、試験管Ａと試験管Ｂのそれぞれに磁石を近づけた。

④ 反応後の試験管Ａと試験管Ｂにうすい塩酸を加えると、Ａからは気体Ｄが、Ｂからは気体

Ｅが生じた。

問１ 実験②で生じた黒色の物質Ｃは何ですか。物質名を答えなさい。

問２ 実験②において、試験管Ａで起こった変化を何といいますか。次のア～オの中から正しいも
のを１つ選び、記号で答えなさい。

ア 化合 イ 精錬 ウ 中和 エ 分解 オ 混合

問３ 実験②で、加熱するのをやめても反応が続いたのはなぜですか。理由を説明した次の文中の

（ ）に、適する語句を答えなさい。

反応によって生じた（ ）によって、次々と反応が引き起こされたため。

問４ 実験③の結果を、正しく説明した文は次のうちのどれですか。ア～エの中から１つ選び、記
号で答えなさい。

ア 試験管Ａだけ、中の物質が磁石に引きつけられた。

イ 試験管Ｂだけ、中の物質が磁石に引きつけられた。

ウ 試験管Ａ、試験管Ｂともに、中の物質が磁石に引きつけられた。

エ どちらの試験管も、中の物質は磁石に引きつけられなかった。
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問５ 実験④で生じた気体Ｄの特徴を、正しく説明した文は次のうちのどれですか。ア～オの中か
ら１つ選び、記号で答えなさい。

ア 無色無臭で、物質が燃える助燃性をもつ。

イ 無色無臭で、石灰水を白くにごらせる。

ウ 無色で、卵の腐ったにおいがする。

エ 無色で、刺激のあるにおいがする。

オ 有色で、刺激のあるにおいがする。

問６ 実験④で生じた気体Ｅと同じ気体が発生する反応は、次のうちのどれですか。ア～オの中か
ら正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。

ア 塩化銅水溶液を電気分解する。

イ 塩化アンモニウムと水酸化バリウムの混合物に水を加える。

ウ オキシドールに二酸化マンガンを入れる。

エ 塩酸にマグネシウムを入れる。

オ 酢に卵の殻を入れる。

問７ 実験②と同じ実験を、鉄粉 12.0 g と硫黄の粉末 6.0 g の混合物で行うと、物質Ｃは何 gでき

ますか。小数第１位まで求めなさい。
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次の文章を読み、右の各問いに答えなさい。

昨年８月、南鳥島の南東沖の深海底で、金属の成分を含む球状の岩石「マンガンノジュール」

の密集域を発見したと日本の研究機関が発表しました。図１は、海底に集積したマンガンノ
ジュールと探査機の一部を撮影した写真（海洋研究開発機構Webサイトより引用）です。

マンガンノジュールは、図２のように中心部がマンガン鉱物、放散
ほうさん

虫
ちゅう

などの殻、
Ａ
玄武岩な

どで構成されており、その外側は水酸化鉄や水酸化マンガンの層が重なってできています。こ

のマンガンノジュールの外側にはマンガンの他、コバルトやニッケルなどのレアメタルも多く

含まれており、貴重な資源として期待されています。

放散虫と呼ばれるプランクトンは、その主成分が二酸化ケイ素であるため、深海で分解され

ません。この放散虫などの生き物が、堆積して固まったものに（ Ｂ ）があります。（ Ｂ ）
は塩酸をかけても泡が出ない堆積岩として知られています。

一方、貝殻などの炭酸カルシウムを主成分とする生物の殻や骨は、深海ではその高い水圧に

より分解されてしまいますが、浅い海で堆積して固まると（ Ｃ ）になります。

なお、このマンガンノジュールは、研究船を用いたマルチナロービーム音響測深機による

Ｄ
音波の反射強度調査がきっかけで発見されました。この測深機は、船底から発信される音波

の反射波を受信して、船底と海底の往復時間を測定し、水深を調べる装置です。
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問１ 下線部Ａについて述べた次の文中の、（ ① ）と（ ② ）に適する語句の組み合わせとし

て正しいものを、下のア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。

玄武岩は、（ ① ）に分類され、（ ② ）色をしているものが多い。

問２ 文中の（ Ｂ ）、（ Ｃ ）に適する堆積岩の名称をそれぞれ答えなさい。

問３ 放散虫は、アンモナイトなどの化石と同様に、その地層の年代を推定する手がかりとなりま

す。このような化石を何といいますか。

問４ マンガンノジュールは黒色の固体で有色鉱物が多く含まれます。有色鉱物に分類されるもの

は次のうちのどれですか。ア～エの中からすべて選び、記号で答えなさい。

ア クロウンモ イ キ石 ウ セキエイ エ チョウ石

問５ 下線部Ｄにおいて、研究船が音波を発信して反射波を受信するまでにかかった時間が 7.5 秒
だったとすると、マンガンノジュールが発見された海底と船底までの距離は何ｍになりますか。

ただし、水中での音速を 1500 m/s とします。
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① ②

ア 深成岩 白っぽい

イ 深成岩 黒っぽい

ウ 火山岩 白っぽい

エ 火山岩 黒っぽい



図１は、地球が太陽のまわりを公転して
いるようすと、それをとりまくおもな星座

の位置関係を表したもので、Ａ～Ｄは春分、
夏至、秋分、冬至のいずれかの日の地球の

位置を示しています。次の各問いに答えな

さい。

問１ 地球の公転の向きは図１中のア、イのどちらですか。正しいものを選び、記号で答えなさい。

問２ 日没直後、南の空にペガスス座が見えるのは、地球が図１のＡ～Ｄのどの位置にあるときで
すか。正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。

問３ 地軸が公転面に垂直でないことによって生じる現象は何ですか。次のア～エの中から正しい
ものを１つ選び、記号で答えなさい。

ア 季節によって日の出の時刻が変わる。

イ 太陽の黒点が移動する。

ウ 同じ時刻に見える星座の位置が変化する。

エ 月の満ち欠けが起こる。

問４ 天球上の星座の位置を基準にすると、地球から見た太陽は、星座の間を移動して１年で同じ

星座の位置に戻ってくるように見えます。このときの太陽の通り道を何といいますか。

問５ 図２は、地球が図１のＡ～Ｄの位置にあるときの太
陽の 1日の動きを、日本のある地点で観察して透明半

球に記録したものです。このうち、地球がＤの位置に
あるときの太陽の動きを示しているのはどれですか。

図２中のあ～うの中から正しいものを１つ選び、記号
で答えなさい。
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問６ 図３は、図１のＢの位置にある地球を、公転面上の
しし座の方向から見たようすを模式的に表しています。

このとき地球上の地点ａ～ｄにおける昼の長さはどう
なりますか。

①昼の長さが最も長い地点と②昼の長さが最も短い地点

を、それぞれａ～ｄから１つずつ選び、記号で答えなさい。
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次のⅠ・Ⅱに答えなさい。

Ⅰ．下の図１は、長さがともに 30 cmのばねＡ、Ｂにはたらく力の大きさとばねの伸びの関係を示
したものです。このばねＡ、Ｂを図２のように接続して質量 200 g のおもりにつなぎ、ばねＡの
上端を真上に引きました。ただし、質量 100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1Ｎとし、ばね

の質量は無視できるものとします。

問１ ばねＡの上端を引く力の大きさが 1Ｎのとき、ばねＢの長さは何 cmですか。

問２ ばねＡの上端をある大きさの力で引いたとき、ばねＡの長さが 32.5 cm でした。このとき、
ばねＢの長さは何 cmですか。

問３ ばねＡの上端を引く力の大きさを少しずつ大きくしていったところ、おもりが床から離れま
した。このときのばねＡ、Ｂの伸びの合計は何 cmですか。
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Ⅱ．図３のようなモノコードで、木片Ｑの位置を変
えてＰＱの中央を指ではじき、音の高さとＰＱ間
の長さの関係を調べたところ、図４のようになり
ました。ただし、弦は常に一定の強さで張った状

態で調べ、図４中のａ～ｇの一番低い音は「ド」
であり、ａ～ｇには「ド」から「シ」のいずれか

が入ります。

問４ このモノコードを使って最も低く大きい音を出す方法として、正しい操作は次のうちのどれ

ですか。ア～カの中から１つ選び、記号で答えなさい。ただし、弦はＰＱの中心をはじくもの
とします。

ア 木片を中央に置いて弦を強くはじく。

イ 木片を中央に置いて弦を弱くはじく。

ウ 木片をＰから中央より近い位置に置いて弦を強くはじく。
エ 木片をＰから中央より近い位置に置いて弦を弱くはじく。
オ 木片をＰから中央より遠い位置に置いて弦を強くはじく。
カ 木片をＰから中央より遠い位置に置いて弦を弱くはじく。

問５ 「ファ」は図４中のａ～ｇのどれですか。ａ～ｇの中から正しいものを１つ選び、記号で答
えなさい。

問６ 弦のＰＱ部分の１秒間での振動回数が最も多いのは、図４中のどの音の高さの時ですか。
ａ～ｇの中から正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。
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電熱線Ａ、Ｂと電源装置を用いて図１と図２のような回路をつくりました。図１中の導線
ａｂ部分は、水平な台に小さな穴をあけて上下方向に通してあります。図３はそれぞれの電熱
線にかかる電圧と流れる電流の関係を示しています。下の各問いに答えなさい。

問１ 電熱線Ａ、Ｂの抵抗はそれぞれ何Ωですか。

問２ 図１の電源装置が 5Ｖのとき、電源装置に流れる電流は何Ａですか。

問３ 図２の電源装置が 6Ｖのとき、電源装置に流れる電流は何Ａですか。
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問４ 図２の回路において、電熱線Ａ、Ｂで同じ時間に発生する熱量に関して正しく述べている文
は次のうちのどれですか。ア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア 電熱線Ｂより電熱線Ａのほうが抵抗値は小さいので、同じ時間に発生する熱量は電熱線Ａ
のほうが多い。

イ 電熱線Ａより電熱線Ｂのほうが抵抗値は大きいので、同じ時間に発生する熱量は電熱線Ｂ
のほうが多い。

ウ 電熱線Ｂより電熱線Ａにかかる電圧のほうが小さいので、同じ時間に発生する熱量は電熱
線Ａのほうが多い。
エ 電熱線Ａより電熱線Ｂにかかる電圧のほうが大きいので、同じ時間に発生する熱量は電熱
線Ｂのほうが多い。

問５ 図１中の導線ａｂ部分を流れる電流によってできる磁界の様子を、水平な台に方位磁針を置
いて調べました。上（ａ側）から見たときの方位磁針の示す向きはどのようになりますか。次
のア～エの中から正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。ただし、方位磁針の黒いほうを
Ｎ極とします。
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