
～ 未来への架け橋 ≪令和４年度版≫ ～
福 岡 県 立 高 校 入 試 問 題 を 活 用 し た 学 習 資 料

恵さんは，アブラナの花とマツの花のつくりとはたらきについて調べ，発表するため

の資料を作成した。図はその資料の一部である。図の中のア，イは，マツのりん片を表

している。

問３ 発表後，恵さんは，被子植物が受粉した後の花粉

の変化について調べた。下の 内は，その内容の

一部である。文中の（ ）にあてはまる内容を，

簡潔に書け。

３年生の
学習内容です。

まずは自分で問題を解いてから、下の解説を読みましょう（問題の内容を学習する
学年も示していますので、中学１・２年生は該当学年の問題を解いてみましょう）。
解説には、 内に解決する際のポイントを示していますので、参考にして再挑戦

してみましょう！

問３ 下の 内は，この実験について考察した内容の一部である。文中のア［（ ）と（ ）］，
イ［（ ）と（ ）］のそれぞれの（ ）にあてはまる試験管を，Ａ～Ｄから選び,記号
を書け。

ア［（ ）と（ ）］の結果を比べると，だ液のはたらきによって，デンプンがなくなる
ことがわかった。また、イ［（ ）と（ ）］の結果を比べると，だ液のはたらきに
よって，ベネジクト液に反応する糖ができることがわかった。これらのことから，
だ液にはデンプンを分解するはたらきがあると考えられる。

デンプンに対するだ液のはたらきを調べる実験を行った。下の 内は，その実験の
手順と結果である。

２年生の
学習内容です。

やや難

図

【手順】
① デンプン溶液５mLずつを入れた試験管Ａ～Ｄを用意し,ＡとＢには

水２mLを入れ，ＣとＤには水でうすめただ液２mLを入れ，それぞれ
よく混ぜ合わせる。

② 図１のように，Ａ～Ｄを約40℃の湯に10分間入れる。
③ ＡとＣにヨウ素液を，ＢとＤにベネジクト液を，それぞれ数滴加える。
④ 図２のように，ＢとＤに沸騰石を入れ，試験管を振りながら加熱する。
⑤ Ａ～Ｄに入っている液の変化をそれぞれ記録する。

【結果】

ふ とう せき

被子植物では，花粉が柱頭につくと，胚珠に向かって（ ）ことにより，花粉の中にある
精細胞は胚珠まで運ばれ，精細胞と胚珠の中の卵細胞が受精する。



福岡県立高校入試問題の難しい問題にチャレンジしよう！【理科】①

[１] 【結果】からわかることを整理する。

試験管A～Dに液の変化に注目して，それぞれの結果からわかることを整理しましょう。

[２] 「デンプンがなくなること」，「糖ができること」がわかる実験結果を選ぶ。

ポイント

次のように解きます。

次のように解きます。

被子植物の花のつくりと，受精までの過程を関連づけて考えてみましょう。

ポイント

（答）花粉管を伸ばす

[１] 精細胞と卵細胞が，花のどの部分にあるか考える。

[２] 受粉して，受精するまでの花粉の変化を考える。

（答）
ア［（ A ）と（ C ）］
イ［（ B ）と（ D ）］

精細胞 ： おしべのやくの中で花粉がつくられ，花粉の中に

精細胞ができる。

卵細胞 ： めしべの子房の中にある胚珠の中には，卵細胞が

できる。

子房胚珠

卵細胞

精細胞

受粉とは，花粉がめしべの柱頭につくこと 受精とは，精細胞の核と卵細胞の核が合体すること

[３] 胚珠から離れた柱頭にある花粉は，どのようにして受精するのかを考える。

授業の中で花粉管が伸びる様子の観察を行い,どのように受精するかを考える

ことが大切です。

ポイント

花粉でつくられた精細胞は，胚珠の中にある卵細胞まで移動する

そのために，胚珠に向かって花粉管を伸ばす

ア，イともに，「だ液のはたらきによって」と書かれていることから，

だ液が入ったものと入ってないものを比較する必要がある。

[３] 結果が，だ液のはたらきによるものであることを確かめるために，必要な実験を考える。

デンプンがなくなることを確認する実験は, ヨウ素液を加えて変化しなかった「C」である。

糖ができることを確認する実験は, ベネジクト液を加えて加熱すると，赤褐色の沈殿ができた
「D」である。

対照実験 デンプンがなくなること→「A」 糖ができること→「B」

試験管 入っているもの 指示薬 液の変化 わかること

Ａ デンプンと水 ヨウ素液 青紫色に変化した デンプンがあることがわかる

Ｂ デンプンと水 ベネジクト液 変化しなかった 糖がないことがわかる

Ｃ デンプンとだ液 ヨウ素液 変化しなかった デンプンがなくなることがわかる

Ｄ デンプンとだ液 ベネジクト液 赤褐色の沈殿ができた 糖ができることがわかる



～ 未来への架け橋 ≪令和４年度版≫ ～
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問１ 下線部の操作によって，白い沈殿ができた。この操作によって起こった化学変化を

化学反応式で表すとどうなるか。解答欄の図３を完成させよ。

難問

3年生の
学習内容です。

問１(3) 会話文中の（Ｙ）にあてはまる内容として，最も適切なものを，次の１～４から
選び，番号を書け。
１ 銅板から導線を通って亜鉛板 ２ 銅板から水溶液を通って亜鉛板
３ 亜鉛板から導線を通って銅板 ４ 亜鉛板から水溶液を通って銅板

ダニエル電池をつくり，電気エネルギーをとり出す実験を行った。下の 内は，その
実験の手順と結果である。

【手順】
① 1.5％の硫酸亜鉛水溶液と15％の硫酸銅水溶液を

用意する。
② 図１のように，中央をセロハンで仕切ったダニエル

電池用水槽の一方に硫酸亜鉛水溶液と亜鉛版を入れ，
もう一方に硫酸銅水溶液を入れる。

③ 亜鉛版と銅板に電子オルゴールをつなぎ，電子オル
ゴールが鳴るかどうかで電流の向きを調べる。

④ 図１の電子オルゴールを，図２のプロペラ付き
光電池用モーターにつなぎかえて，モータの回り方を
調べる。

⑤ 電流を流し続けた後，亜鉛版と銅板をとり出し，
表面の変化の様子を観察する。

すいそう

化学変化の前後で，物質全体の質量が変化するかどうかを調べる実験を行った。下の
内は，その実験の手順である。

【実験１】
① 図１のように，うすい硫酸20mLとうすい水酸化バリウム水溶液
20mLをそれぞれビーカーＡ，Ｂに入れ，全体の質量をはかる。

② Ｂの中のうすい水酸化バリウム水溶液に，Ａの中のうすい硫酸を
全て加えて混ぜ合わせ，変化のようすを観察し，Ａ，Ｂを含む全体の
質量をはかる。

【実験２】
① 図２のように，プラスチック容器にうすい塩酸５m Lと

炭酸水素ナトリウム１ｇを別々に入れて密閉し，容器全体の質量を
はかる。

② 容器を傾けて，うすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを混ぜ合わせて，
変化のようすを観察し，反応が終わってから容器全体の質量をはかる。

【結果】

３年生の
学習内容
です。

やや難



福岡県立高校入試問題の難しい問題にチャレンジしよう！【理科】②

（答） ３

次のように解きます。

それぞれの電極で起こる化学変化から，電子がどちらの極で放出されているかを

考えましょう。また、【結果】から電流の向きに注目しましょう。

ポイント

[１] ダニエル電池のモデルから，それぞれの極で起こる化学変化について考える。
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亜鉛板では，亜鉛原子が亜鉛イオンになり，

電子を放出する。

銅板では，銅イオンが電子を受けとり，銅原子

になる。

[２] 電子の移動する向きについて考える。

○【結果】から電流の向きがわかる。（銅板 → モーター → 亜鉛板）

○モデルから，電子は亜鉛板 → モーター → 銅板に移動することがわかる。

水溶液中を電子は
移動していない

次のように解きます。

白色沈殿が硫酸バリウム（ BaSO4 ）であること、酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液

を混ぜ合わせる中和反応であることから考えましょう。

ポイント

（答） （ H２SO4 ） + （ Ba（OH）２ ） BaSO4 + （ ２H２O ）

[１] 中和反応であることから、反応後に水と塩（えん）ができると考えられる。

[２] 反応前の硫酸はH2SO4、水酸化バリウムはBa（OH）２である。

※硫酸バリウムの化学式がヒント！

BaSO4 + （ ？ H２O ）

（ H２SO4 ） + （ Ba（OH）２ ）

※ただし、水分子（H２O）が複数できるかもしれない。

[３] 反応前と反応後のそれぞれの原子の数は変わらないので

BaSO4 + （ ？ H２O ）（ H２SO4 ） + （ Ba（OH）２ ）

H（水素原子）の数・・・・・・ ４

S（硫黄原子）の数・・・・・・ １

O（酸素原子）の数・・・・・・ ６

Ba（バリウム原子）の数 ・・ １

H（水素原子）の数・・・・・・ ２

S（硫黄原子）の数・・・・・・ １

O（酸素原子）の数・・・・・・ ５

Ba（バリウム原子）の数 ・・ １

水分子が２個できたことがわかる。

水分子が1個
できたと考えると、
反応前の原子と
数が合わない。



～ 未来への架け橋 ≪令和４年度版≫ ～
福 岡 県 立 高 校 入 試 問 題 を 活 用 し た 学 習 資 料

問２ 理科室の空気の湿度について乾湿計で観測を行った。図２は観測したときの乾湿計の
一部を模式的に示したものである。また，表１は湿度表の一部，表２はそれぞれの気温に
対する飽和水蒸気量を示したものである。ただし，理科室の室温は気温と等しいものとする。

乾湿計で観測を行ったときの理科室の空気について，湿度〔％〕と１㎥中の水蒸気量〔ｇ〕を
それぞれ書け。なお，１㎥中の水蒸気量〔ｇ〕の値は，小数第２位を四捨五入し，
小数第１位まで求めること。

やや難
２年生の学習内容です。

問２ 図１のイにそって紙テープをあて，Ｃ，Ｄ
の印と太陽の１時間ごとの位置の印を・印で
写しとり，・印の間隔をはかった。図２は，
その模式図である。イを記録した日における
日の出の時刻として，最も適切なものを，
次の１～４から１つ選び，番号を書け。

福岡県のある地点で，よく晴れた夏至，冬至のそれぞれの日に，太陽の１日の動きを調べ
るために,下の 内の手順で観察を行った。図１はその観察結果である。

３年生の学習内容です。

やや難

【手順】
① 白い紙に透明半球と同じ直径の円をかき，円の中心Ｏで

直交する２本の線を引いて，透明半球を円に合わせて固定
する。

② 固定した透明半球を水平なところに置いて，２本の線を
東西南北に合わせる。

③ 午前９時から午後３時まで１時間ごとに，油性ペンの
先端の影がＯと一致する透明半球上の位置に，印をつける。

④ ③でつけた印をなめらかな線で結び，その線を透明半球
の縁まで延長する

げ し とう じ

ふち

１ 午前４時28分 ２ 午前５時９分 ３ 午前５時15分 ４ 午前６時７分



福岡県立高校入試問題の難しい問題にチャレンジしよう！【理科】③

◆ 太陽は一定の速度であるため、・印の間隔は

等しくなる。

[３] 日の出の位置のCから、午前9時の・印までの間隔が、１５．４ｃｍであることから

日の出の時刻を求めることができる。

15.4ｃｍ÷４ｃｍ=3.85時間

３．８５時間は、3時間５１分なので、最初に観測した午前9時から

3時間51分前が日の出の時刻である。
（答） ２

図 １ と 図 ２ の 観 察 結 果 か ら わ か っ た こ と を 、 関 連 づ け て 考 え ま し ょ う 。

[２] 図１と図２からわかることを整理する。

ポイント

次のように解きます。

次のように解きます。

乾湿計の一部（図２）、湿度表の一部（表１）、それぞれの気温に対する飽和水蒸気量（表２）から

どのようなことを読みとることができるかを考えましょう。

ポイント

[１] 乾湿計の一部（図２）からは、乾球と湿球の示す温度を読みとることができる。

[２] 乾球と湿球の示す温度の差と、湿度表の一部（表１）から、

湿度を求めることができる。

乾球の示す温度 ２２℃

湿球の示す温度 １８℃
乾球と湿球の示す温度の差 ４℃

（答）湿度 ６６ ％

[３] それぞれの気温に対する飽和水蒸気量（表２）と湿度から、

下の式を使って、水蒸気の量を求めることができる。

６６〔％〕＝ × 100
水蒸気の量〔ｇ〕

19.4〔ｇ〕

水蒸気の量〔ｇ〕＝66×19.4÷100＝12.804 （答）水蒸気量 12.8 ｇ

[１] 太陽は南の空を通ることから、図１の東西南北がわかる。

Cは東側にあるため、日の出であることがわかる。

Dは西側にあるため、日の入りであることがわかる。

◆ 図２から、1時間で４ｃｍの間隔であることが

わかる。

9時の3時間51分前は、

午前5時９分となる。

東

西

北南
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問１ 図１のように，鏡を用いて，
反射した光の進み方について
調べる実験を行った。実験では，
方眼紙上のＡ～Ｃ点につまようじ
を立て，Ｐ点の位置から鏡に
うつる像を観察した。図２は，
鏡と方眼紙を真上から見た図で
ある。ただし，つまようじの
先端は全て同じ高さで，鏡と
つ ま よ う じ は ， 板 に 垂 直 に
立てられているものとする。
Ｐ点の真上で，つまようじの

先端と同じ高さから鏡を見た
と き ， 鏡 に う つ っ て 見 え る
つまようじは何本か。解答欄の
図２に作図することによって
求めよ。

難問

１年生の
学習内容です。

問４ 実験後，ばねばかりにつないだ物体Ａを水から出し，図３の
ように，水平な台の上にゆっくりとおろしていった。ばねばかりの
値が0.40Ｎを示しているとき，物体Ａが台におよぼす圧力の
大きさは何Paか。ただし，物体Ａと台がふれ合う面積を8.0㎠とし，
物体Ａの表面についた水の影響は考えないものとする。

１年生の学習内容です。

難問

図１のように，直方体の物体Ａとばねばかりを用いて，
物体にはたらく浮力の大きさを調べる実験を行った。
実験では，ばねばかりにつないだ物体Ａを，その下面が
水平になるようにしながら，少しずつ水に入れ，水面から
物体Ａの下面までの距離とばねばかりの値を記録した。
表は，実験の結果を示したものである。ただし，物体Ａ
の下面は，水槽の底面に接していないものとする。また，
質量100ｇの物体にはたらく重力の大きさを１Ｎとし，
糸の体積と質量は考えないものとする。

すいそう



福岡県立高校入試問題の難しい問題にチャレンジしよう！【理科】④

[１] 物体Aにはたらく力を、図中に矢印で書き込み考える。

（答） ２５０ Pa

物 体 A に は た ら く 力 の 大 き さ と 向 き を 、 図 中 に 矢 印 で 表 し 考 え て み ま し ょ う 。

[２] 物体Aが台に及ぼす力の大きさを考える。

ポイント

次のように解きます。

次のように解きます。

A～C点に立てたつまようじが、鏡にうつって見えるとき、それぞれの像ができる位置がどこに

なるかを考えてみましょう。

ポイント

[１] 鏡にうつって見える像とつまようじとは、鏡に対して対称な位置になる。

[２] Cの位置にあるつまようじの像をC’とすると、右図のように対称な位置になる。

同様にA、Bについても像A’、B’を示す。

C’Ｂ’Ａ’

C’Ｂ’Ａ’

[３] 鏡にうつって見える像の見え方について，

学習内容をもとに考える。

（答）鏡にうつって見えるつまようじの本数 ２ 本

◆→ 糸が物体Aを引く力は、ばねばかりの値から0.4Nである。

◆→ 物体Aにはたらく重力は、表の０ｃｍの値から0.６Nである。

◆→ 物体Aは静止していることから、３つの力はつり合っている。

物体Aが台からうける力は0.6Nー0.4N＝0.2Nである。

物体Aが台からうける力と、物体Aが台におよぼす力は、作用反作用の関係にあるので、

0.2Nであることがわかる。

[３] 圧力は、下の式で求めることできる。

圧力〔Pa〕＝ ＝
面に垂直にはたらく力〔N〕

力がはたらく面積〔㎡〕

1㎠＝0.0001㎡

ポイント

0.2〔N〕

0.0008〔㎡〕

＝ ２５０〔Pa〕

鏡

鏡

像は反射光の

延長線上に見える。 このことから作図すると
右図のようになる。

作図より，Cは物体からの光が鏡にあたらず、

反射光ができないためうつらないことがわかる。

鏡

物体

像


