
（第 1号） 幅広い知識と教養を身に
付け，真理を求める態度を養い，豊か
な情操と道徳心を培うとともに，健
やかな身体を養うこと。
（知識・理解，探究，道徳教育）

・ 科学的に探究する方法について，ていねいに説明し，ま
た，多様な活動が準備されている。さらに，科学的な知
識を身につけられるようにわかりやすい記述が心がけら
れている。これらを通じて，科学的に探究する能力と態
度を育むように構成している。

・ 特に，巻頭の「理科のトリセツ」では，理科を学ぶ意義や
探究の方法をわかりやすく示しているとともに，人の意
見を聞いたり，自分の意見をわかりやすく人に伝えたり
することを十分取り上げている。

理科のトリセツ

 1年 p.④～13
問題発見
　１年 p.20 ～ 21，１年 p.66 ～ 67など
しっかり仮説・しっかり計画
　２年 p.33 ～ 36，２年 p.95 ～ 98など
学び続ける理科マスター
　１年 p.60 ～ 61，２年 p.70 ～ 71，
　３年 p.128 ～ 129など
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観点 特色 具体例

観点別特色一覧

1

1 年 p. ④　理科の意義を説明するページ1年 p. ④　理科の意義を説明するページ

探究の方法の例

仕事を例にとっても，
理科は深く関わって
います。

理科を勉強して，将来
役に立つんですか？

医師・看護師・薬
やく

剤
ざい

師
し

など

でも，日常生活までは
関係ないですよね？

※ 2015 年 9月の国連サミットで，加盟国 193 カ国が，2016 年～ 2030 年に解決すべき課題を決めた。

現代の社会では，必ず生活のどこかで理科の知識や考え方を使っ
ています。たとえば，さまざまな仕事で理科は役立っています。

日常には，正確な理科の知識にもとづいていない情報，まぎらわしい
情報があふれています。それらにまどわされないためにも，理科は役
立ちます。

疑問をもったり問題を感じたりしたときに，それを解決するための
計画を立て，解決していかなければならないことは，だれにでも，
いつでもあります。その方法を学ぶのが理科です。

世界にはさまざまな課題があり，次のような「世界を変えるた
めの 17の目標（SDGs）」が国際会議で決められました※。こ
のような目標を達成するために，さまざまな「知識」「考え方」
「態度」が必要で，その大切な部分を理科で学んでいきます。

こんな場面で，あなた
はどのように考え，ど
う判断しますか？

プログラマー・システムエンジニアなど

２年生の「なぜ理科を
学ぶの？」はQRコー
ド先から確認できます。

プログラムを設計するとき，目的に対応した効
率のよい方法，うまくいかないときの改善方法
などを常に考えます。それらの方法（探究の方
法）を学ぶのも理科です。

これからの理科で，「物質の性質」「ヒトのから
だのつくりとはたらき」などを学びます。医療
に関わりたいと思っている人には必

ひっ

須
す

の知識で
す。

医師・看護師・

医
い

療
りょう IT エンジニア

?? ? ? ? ?
課題設定 仮説 計画 観察・実験 結果 考察 ふり返り

?
気づき

いつもやってますよね。それって理科でいう「探究」なんです。

● この人と話してみたいな  課題  
● この人って多分こうなんじゃないかな 仮説

● だったらこうやって話しかけてみよう 計画  
● 実際に話してみる 実験

● ちょっとちがったみたい ふり返り  
● だったらこうしてみようかな 仮説修正・次の計画

「試験」のためじゃない。

知って，使って，役立てる
ために学ぶんだ！

仕事に役立てる

正しく知る

探究する

世界的な課題を
解決する

理科としての正確な知識を根
こん

拠
きょ

として判断することは，あなた
の人生にとって大切です。常に
理科を学び続けて，このような
情報を判断できるようになって
ください。
その基

き

礎
そ

が１年生の理科から始
まります。

血液型性格診
しん

断
だん

って，
けっこう当たるよね。

私と相性がよい人とか
わかるかな？

ほんとなの？人のいろいろな性格
が，数種類の血液型でなかま分け
できるって変じゃない？

昨日の地
じ

震
しん

大きかったよね。
３週間後にもっと大きな地
震がくるって。このサイト
に書いてあるよ。

え～？そんなことをあら
かじめ知る方法なんて，
ほんとにあるの？

理科のトリセツ

この教科書を使って，
「何かを調べて，そ
の結果をもとに考え，
さらに次に発展させ
る」ことを身につけ
ていきましょう。

理科って自分の仕事や
生活に関係するだけな
んですか？
もっとたくさんの人に
役立っていますよね？

理科の学習と，このよ
うな社会との関連もこ
れから意識していきま
しょう。２年生と３年
生でも説明します。

理科の知識や考え方で
すか…
大人になるまでに身に
つければいいですよね。
今はあまり関係なさそ
うです。

1 2 1 0 2

なぜ
理科を学ぶの？

④ ⑤

ふ り 返 っ て 深 め る 教 え て 深 め る

1-1

発 信 し て 深 め る

　この問いに対して今かいた内容を，単元がはじ
まる前にかいた内容と比べてみます。また，学習
の中で自分の考えが変わったところはどこでしょ
うか。その結果を自分で確認したり，班やクラス
で比べて話し合ったりしてみましょう。

　　今のジブン＞昔のジブン

　この単元の学習を通して，あなたが難しいと
思ったところはどこですか。そこは，きっとほ
かの人も難しいと思うことでしょう。
　では，これから学習する下級生にそれをわか
りやすく伝えるとしたら，あなたはどのように
説明しますか？下級生がつまずかないようにど
こに気をつけますか？
　そのポイントを，ポスターや参考書にして，
下級生に伝えましょう。

 １日先生体験
単元のはじめの問いに，もう一度
答えて，何ができるようになって
いるか確かめましょう。

これまで学んだことを下級生のために
いかしてみましょう。
たとえば，「ルーペの使い方」をこれか
ら学ぶ人に説明するとしたら，図や文
章でどのように表現しますか？

学習の中で気になったこと，調べたこ
となどを発表のかたちにまとめ，みん
なの前で説明してみましょう。
聞く人たちは，それに対する意見など
を返すようにしましょう。

　調べたこと，考えたことは，レポートにかいたり，発表したりしましょう。
発表の準備をすること自体が，考えを深めることにつながり，ほかの人の異
なる視点をもらえば，さらに考えが深まります。

 学びをキャッチボール

リンネ
（1707 ～ 1778 年）

牧野富太郎
（1862 ～ 1957 年）

私は，動植物の分類に
貢
こう

献
けん

した人たちを調べ
て新聞にしました。そ
れを発表します。

●リンネ
　植物を分類するにあ
たって，花を分類の基準
としました。彼は初めて
体系的に生物を分類する
方法を考え出し，後の分
類学の基

き

礎
そ

を築きまし
た。

●牧
まき

野
の

富
とみ

太
た

郎
ろう

（日本）
　日本各地の山野で，それ
まで知られていなかった植
物を約 600 種類も見つけ
て命名するとともに，植物
図
ず

鑑
かん

の編さんにも情熱を傾
かたむ

けました。

学び続ける理科マスター！「深めて」
  目指せ！

　　学びのあしあと（→p.19）

～生命とはなんですか？～
生き物をどのようになかま分けできるか，

図や文章で説明してみましょう。

 60 

 ノ ー ト の と り 方

● ノートはあとで自分が見返すための記録です。授業中
メモをたくさんとって，ノートの余白をうめましょう。
特に先生の話はできるだけメモしておきましょう。

 自 分 を 伸
の

ば す に は

● 小さな努力を大切にしましょう。理科の知識や考え方
が簡単に身につくわけではありません。

授業の主人公は，あなたです！

● 疑問をもつことを大切にしましょう。「なぜかな？」
と思うところから理科がはじまります。

●真
しん

剣
けん

に授業を聞いて，その日のうちに復習しましょう。

● 教室はまちがえるための場所です。わからないこと，
聞きたいことなどがあれば，積極的に質問することが
大切です。

● 先生やクラスのだれかが話しているときは，その人を
見ましょう。

● 先生の話を集中して聞き，メモしましょう。先生は，
みなさんに合わせて，教科書に書ききれなかったこと
をたくさん説明しています。
「君たちは，黒板に書かれた式だけ熱心に写すけれども，そう

いうのは，どこかの本にある。大事なのは，どこにも書いてな

いお話の部分なんですがね」

（雪の結
けっ

晶
しょう

の研究で有名な中
なか

谷
や

宇
う

吉
きち

郎
ろう

博
はく

士
し

の言葉）

● 授業がはじまる前に席について，前回の復習をしてお
きましょう。

● 提出物（テストの直し，ノート，レポートなど）の期
限を守りましょう。

● 色つきのペンなどを使って，記録のしかたをくふうし
ましょう。

● 気がついたこと，思ったことなど，何でも記録に残す
ようにしましょう。日付も記録しておきます。あとで
思い出しやすくなり，さらに考えを深めることができ
ます。

● 自分の考え（考察など）を書いたあと，まちがったと
思っても消しゴムで消さず，取り消し線を引いておく
だけにしましょう。自分が考えた記録を残して，あと
でふり返るためです。そのときはまちがったと思って
も，あとで見返すといいことが書いてある場合もたく
さんあります。

● 数値がでてきたら，gなのか，cmなのかなど，単位
を気にするようにしましょう。計算するときは，途

と

中
ちゅう

の式などをふくめてノートに残すようにしましょう。

● 問題集などでまちがったところは，消さずに赤ペンな
どで直しておきましょう。テストの前に見直しがしや
すくなります。

● 探究活動で理由を聞かれたときに「教科書に書いてあ
るから」は答えになりません。自分の言葉で，しっか
り説明できるようになりましょう。

業を受けるコツ業を受けるコツ授

ノートやプリントこそ，ずっととって
おけるあなたの「成長のあしあと」です。
しっかり記録して，大切にしましょう。

どうやって
理科を学ぶの？

 8 

見 方

考え方

この
時間の
課題

水

電極
陰極 陽極

水水

気体が
発生する

陽極

気体が
発生する

陰極

水の電気分解では，陽極と陰極から何が発生するか。原子
のモデルから仮説を立て，実験で確かめる。

水分子 1個は，水素原子 2個と酸
素原子1個からできているね。

電極付近から気体
が発生しているよ。

この気体は，水蒸気
（水）なんだろうか。

何か化学変化が起こっ
ているんだろうか。

電気分解装置を使って水
に電流を流すと，写真の
ようになります。
電気分解装置の電極で，
電源装置の+極につない
だ電極を「陽

よう

極
きょく

」，－極に
つないだ電極を「陰

いん

極
きょく

」
といいます。

状態変化では，水分子そのものは変わらず，
水分子の集まり方が変わるだけです。

気体の見当がついていれ
ば，確かめ方もわかるね。

この実験は水酸化ナトリウムを使います。
先生の注意をよく聞きましょう。
水に水酸化ナトリウムを加えるのは，電流
を流しやすくするためです。

しっかり仮説

H HO H HO

O O

H H H H

H H
O

H H
O

O O
H H H H

れいきゃく

水蒸気

加熱

水

加熱

氷

冷却

冷却

気体液体固体

原子モデルをいかした仮説2
水の電気分解では，陽極と陰極か
ら何が発生するか。

  物質が分かれる化学変化と原子
を関係づける

水に電流を流したときの変化探 究 3

?
気 づ き

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

図13   水に電流を流したときの変化

  物質は原子の集まりでできて
いる
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1 年 p.8　勉強のしかたを理解するページ

2年 p.33　探究の資質・能力を身につけるページ 1年 p.60　単元末の学びを深めるページ



（第 2号） 個人の価値を尊重して，そ
の能力を伸ばし， 創造性を培い，自
主及び自立の精神を養うとともに，
職業及び生活との関連を重視し，勤
労を重んずる態度を養うこと。
（日常との関連，キャリア教育）

・ 全体を通して，生徒が主体的に学習に取り組めるよう，学
習内容と職業や日常生活との関連を示すなど，生徒の興
味関心を高めるように構成されている。特に各巻巻頭に
設けている「ミッションＸ」のページは，職業と学習内容
の関連を知るうえで有効である。

ミッションX
 1 年 p.⑥～1，２年 p.⑥～1，
　３年 p.⑥～1
資料など　
 1 年 p.243，２年 p.166，２年 p.266，
　３年 p.71 など

観点 特色 具体例

教
育
基
本
法
第
2
条

2

1 年 p. ⑥　職業の紹介 2年 p. ⑦　職業の紹介

1年 p.243　断層の調査をする人の紹介 3年 p.71　レスキューで使用する道具の紹介

1年 p. ⑥　職業の紹介

ミッションXミッションXミッションXミッションXミッションX

科学でスポーツを盛り上げよ！ポーツを盛り上げよ！ポーツを盛り上げよ！

理科を役立てよう！力を合わせよう！

そして  解決しよう！
試合中の選手やボールの動きを，複数のカメラ映像か
らコンピュータが認識，追

つい

跡
せき

して，記録する技術が利
用されています。また練習のときには，選手に追跡の
ための機器や心拍数などの測定機器をとりつけて記録
する場合もあります。これらの客観的な記録を科学的
に分
ぶん

析
せき

することにより，選手の技術向上や体調管理な
どにも役立ちます。

データ分析

スポーツ大会を行う競技場は，大勢の人たちが集まる
巨
きょ

大
だい

な建物です。デザイン性も大切ですが，安全性や
耐
たい

久
きゅう

性
せい

，環
かん

境
きょう

への影
えい

響
きょう

，地
じ

震
しん

のゆれへの強さなど，た
くさんのことを考えながら細かく設計されています。

設計

体重よりもはるかに重いバーベルを持ち上げる重量あ
げの世界記録はなんと 400kg 以上。単に力があれば
持ち上げられるものではありません。バーベルを床

ゆか

か
ら頭上に持ち上げるまでの足が床におよぼす力を計測
すると，グラフのように上下にふれて複雑です。各段
階で体をうまくコントロールできるようにトレーニン
グを積み重ねる必要があり，細やかな技術や科学が求
められる競技なのです。 

トレーニング
多くの人が集まれば，人の混雑や道路の渋

じゅう

滞
たい

が発生し
ます。たとえば，交通状

じょう

況
きょう

を事前にシミュレーション
すること（プログラム上で再現すること）で渋滞を予
想したり，防いだりする研究がなされています。

交通

スポーツ大会は多くの人たちの仕事によって
成り立っています。なぜ私たちが楽しめてい
るのか，どんな仕事のおかげなのか，あなた
が調べて考えてみましょう！

なぜ
理科を学ぶの？

どうしてスポーツは人を感動させるのだろう。
「こんなことが人間にできるんだ !」と驚

おどろ

かされることばかり。
だれもが熱

ねっ

狂
きょう

するスポーツの裏では，たくさんの科学が活
かつ

躍
やく

している。

⑥ ⑦

2 年 p. ⑦　職業の紹介

飛行機を安全に運航せよ！
ミッションX

8 月 19 日，日本の南の海上で台風 9号が発生しました。
台風 9号は日本列島を縦断することが予想されています。

!!日本の南の海上で台風が発生!!

理科を役立てよう！力を合わせよう！

そして  解決しよう！

台風の情報をもとにお客様への影響を考
え，「飛ばす」「飛ばさない」の判断をし
ます。運航可能と判断したら，台風の影
響が少ない飛行経路や高度に変更したフ
ライトプランを作成し，飛行中もパイ
ロットにアドバイスします。

運航管理者

私たちの生活は，天候の影響を大きく受けます。
どのような仕事が天候によって影響を受けるの
か，どのように対処しているのか，身のまわり
の仕事を見つめ直してみましょう！

台風によって欠航便が発生した場合，多
くのお客様が手続きカウンターを訪れる
ため，カウンターの人数を増やしておき
ます。天気と運航情報は常にチェックし，
最新の情報をお客様に伝えます。

グランドスタッフ

事前に最新の天気や飛行経路上のゆれの
情報を調べ，運航管理者の作成したフラ
イトプランとその考え方をパイロットに
伝えます。状況に応じてパイロットに離
陸・着陸のアドバイスも行います。

運航支援者
台風の進路を事前に確認し，
出発地と到着地の天気を確
認します。また，台風に
よって，飛行経路の気流が
どのような影響を受けるか
を事前にイメージしておく
ことも大切です。大きくゆ
れることが多いので，お客
様に安全に乗ってもらえる
ように，客室乗務員としっ
かりとコミュニケーション
をとるようにしています。

パイロット
くわしい仕事の内容や
それぞれの仕事の魅力，
今につながる中学校で
の体験などの話がQR
コードから読めます。

そのとき空港では…

1 2 2 0 4

なぜ
理科を学ぶの？

⑥
⑦

1 年 p.243　断層の調査をする人の紹介

日本海溝

南海トラフ
琉球海溝

活断層

2A-2-K34

0 300 km

りゅうきゅう

地震によって大地に変化が起こることが
あります。次の時間でみていきましょう。

❶　活断層は，今後も震源になる可
能性が高い場所として，防災や地
震予測の点で注目されている。

　岩石が割れてずれた場所を断
だん

層
そう

といい，プレートの内部に

は断層が多くあることがわかっている。その中でも近年に活動

した証
しょう

拠
こ

があり，今後も動く可能性がある断層を活
かつ

断
だん

層
そう

と
❶

い

う（図 15）。

図15   日本周辺の活断層　

この
時間の
まとめ

地震は，プレートに力がはたらく
ことで，その岩石が割れて断層が
できるときに発生する。

活断層である可能性が高いと考えられる断層を示している。

図16   活断層の調査 発電所などがある土地の安全性を調べるために，建物周囲の地下の断層や，その断層が動い
た年代などを調べる調査をしているようすである。

熊本県八
やつ

代
しろ

市 福岡県大
おお

野
の

城
じょう

市

資料
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3 年 p.71　レスキューで使用する道具の紹介

Can-Do List 自己チェック☑- 何ができるようになったか -

サイエンスカフェ

岩や木に固定

プーリー

（定滑車）

プーリー
（動滑車）固定

救助される人に結ぶ

㋑

㋐

物体の移動，力，仕事，エネル
ギーなどを結びつけて考えられ
るようになりましたね。章のは
じめのCan-Do List（p.48）
にもどって，身についた力を
チェックしてみましょう。
これで力とエネルギーの学習は
修了です。高校での内容を楽し
みにしましょう。

この単元に関わるそ
のほかの読み物は
QRコード先から。

資料

レスキュー（人命救助）にも使われる滑
か っ

車
し ゃ

　定滑車と動滑車の組み合わせは，工事現場
や工場で重い資材を持ち上げる「クレーン」
に使われています。それだけではなく，登山
やレスキューでロープをあつかう技術にも見
られます。小さな滑車は持ち運びしやすく，
たとえば図の場合，㋐は３本のロープで支え
られていることになり，㋑を引くことで，救
助される人を本来の重さの 1/3 で持ち上げ
ることができるのです。

動滑車を使った救助訓練

Can-Do List
できるようになりたい目標

この章でどのような学習をしてき
たのか，授業のプリントや教科書
などをふり返り，自分でまとめて
みましょう。
QRコード先で，
この章のまと
めや基礎問題
を確認するこ
ともできます。 1 2 3 1 3

1 2 3 1 4
 71 



（第 3号） 正義と責任，男女の平等，
自他の敬愛と協力を重んずるととも
に，公共の精神に基づき，主体的に
社会の形成に参画し，その発展に寄
与する態度を養うこと。
（男女平等）

・ 話し合いの方法などについてふれられており，話し合い
の態度を育むうえで有効である。

・ 話し合いの場面を多く設け，他者の意見を尊重し，協力
し合う態度を育むようにしている。

・ 人物の資料写真やキャラクターの掲載にあたっては，男
女均等になるように配慮している。

理科のトリセツ

 １年 p.12 ～ 13
問題発見
　１年 p.130 ～ 131など
探究
　２年 p.175 など
アイデアボード
　各巻巻末

教
育
基
本
法
第
2
条

3

1 年 p.12　話し合いの方法を紹介 1年 p.130　身のまわりの現象をもとに話し合う場面

2年 p.175　探究活動を話し合いで進める

各巻巻末の「アイデアボード」はホワイトボード

としてご使用ください

観点 特色 具体例

1 年 p.12　話し合いの方法を紹介

主体的に
自ら動こう！
　　行動力より 行動量！

対話的に

● 班などで話し合うときに，役割を決めま
しょう。

理科は  話し合い！

● 章の学習のはじめにある「Can-Do List（たと
えば→ p.32 など）」を意識して，学習の目的意
識をもちましょう。

● 身のまわりのことがらから課題を探し出して，
探究活動を進めていきましょう。

● 探究活動のときに「探究のCan-Do List」を意
識して，探究の目的意識をもちましょう。

● 学んだ内容がどこかに関係していないか，使え
ないか探してみましょう。

● 探究活動がうまくいかなくても，うまくいく方
法をねばり強く考えましょう。

● これまでの学習や自分の勉強法などをふり返り，
もっとよい方法がないか考えましょう。

● 自分の考えを書いて表現したり，発表したりし
て，ほかの人の発表にも意見を言いましょう。

「主体的に学ぶ」とは，まとめると
・身のまわりのできごとに疑問をもつ
・見通しをもつ
・ねばり強く取り組む
・ 自分のやってきたことをふり返り，改善
していく

・ 新しいことに挑
ちょう

戦
せん

する
などです。

「ただ勢いよく話す」だけとはちがいます。
じっくり静かに取り組んでいても，「主体
的」は実現しますよね。

● 相手に質問するときの聞き方をくふうしま
しょう。

どうやったら主体的になるの

どうやったら対話的になるの

班で話し合うとき，なんとなく話し合うのではなく，
● 話し合いをうながす役割
● 話し合いの記録をつける役割

を決めてみましょう。もちろんこの役割をもつ人も
話し合いに加わりますが，ふだんよりもまわりの人
を少し気にするということです。これらの役割を探
究ごとに交代していきます。
このような方法や考え方は「ファシリテーション」
ともよばれます。

次のような聞き方をされると，もっと
話したくなりますね。

・～というと？
・具体的には？，例えば？
・まとめると？
・もう少しくわしく言うと？
・他には？
・数値でいうと？
・理由は？

など　　

体的・対話的に，深く学ぶ体的・対話的に，深く学ぶ主

どうやって
理科を学ぶの？

 12 

1 年 p.130　身のまわりの現象をもとに話し合う場面

真っ暗にしたら？

問 題 発 見

身のまわりの光，音，力が関わる現象から，疑問を見つけよう。

図C   凸
とつ

レンズを通した物体の見え方

?
気 づ き

窓のない部屋にぬいぐるみ
が置いてあります。電気を
消して光がまったくない状
態にしたら，ぬいぐるみは
やがて見えるようになるで
しょうか？

鏡って，どうして鏡の面
より向こう側に物がある
ように見えるんだろう？

虫めがね（凸レンズ）
は，物を大きくして見
ることができるね。

でも遠くの物を見ると，小さ
く逆さまに見える。同じ虫め
がねなのに見え方にちがいが
でるのはなぜだろう？

そのうち目が慣れて見え
るようになるんじゃない
かな。

図A   部屋が本当に真っ暗だったら

図B   物体の見え方

?

?

よく見ると，コップの水
の中のストローがずれて
見えるね。これも光の性
質で説明できるのかな。

（a）鏡にうつる物体

（a）凸レンズで近くを見たとき （b）凸レンズで遠くを見たとき

（b）ずれて見えるストロー
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2 年 p.175　探究活動を話し合いで進める

見 方

考え方

この
時間の
課題しっかり計画

電熱線のはたらきは，電力や時間とどのような関係に
あるか。それを調べるために，どのような実験を行え
ばよいか。

電熱線で消費する電力が大きいほど，
または時間が長いほど，電熱線で発
生する熱は多くなりそうだね。
でも正確な関係は実験しないとわか
らない。

変える条件を決めよう。電力
を一定にする方法と，時間を
一定にする方法が考えられる
かな？

電熱線に電流を流し
て発熱させるだけで
は，熱を数値として
はかることができま
せん。そこで探究５
では，電熱線を水に
入れ，「水の上昇温
度」を調べることに
します。

うちの班は「電力を一
定」にして時間をはか
りながら，「時間と水
の上昇温度の関係」を
調べよう。

私の班は「はかる時間を
一定」にして電力を変え
よう。そうすれば，「電
力と水の上昇温度の関
係」を調べられる。

電熱線のはたらきは，電力や時間
とどのような関係にあるか。

 変化させる量と変化する量

抵抗器の発熱と
電力・時間の関係

探 究 5

?
気 づ き

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

たとえば消費電力が900Wの
ドライヤーと，1400Wのド
ライヤーがあったとします。あ
なたはどちらを使いますか？

それは1400Wの方です。
あれ？900Wでも長い時間使
えば髪

かみ

は乾
かわ

くよね。消費電力が
少ないと何か得なのかな？同じ
なのかな？

ドライヤーは電熱線を使って空気を
暖かくしているんだよね。電熱線を
使って，発熱，電力，時間の関係を
求められないかな？

発熱量を調べるには，電熱
線を水に入れ，水の上昇温
度を調べればよい。

電熱線に電圧をかけて
電流を流すと発熱する。

  電熱線のはたらきは電力で表
すことができる
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（第 4号） 生命を尊び，自然を大切に
し，環境の保全に寄与する態度を養
うこと。
（生命の尊重，環境教育）

・ 章はじめの「Can-Do List」で，生物を大切にすることを
うながし，また各巻で持続可能な開発目標（SDGs）にふ
れるなど，生命の尊重と環境保全の態度を育むようにし
ている。

Can-Do List
 １年 p.22，２年 p.76 など
理科のトリセツ

 １年 p.⑤，２年 p.④
本文
　３年 p.257教

育
基
本
法
第
2
条

4

1 年 p.22　Can-Do List 内で生物を大切にすることを説明 1年 p. ⑤　１年生での SDGs の紹介

2年 p. ④　2年生での SDGs の紹介 3年 p.257　３年生で SDGsの意義をさらに深める

観点 特色 具体例

1 年 p.22　Can-Do List 内で生物を大切にすることを説明

身近な生物の観察
第1章

□ 学習内容に興味や関心をもち，進んで取り組む
ことができる。
□ 自分が今やっていることをふり返り，改善しよ
うとする。
□ほかの人と考えを出し合い，協力できる。

□ 日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。
□ 生物を大切にし，むやみに傷つけない。

どのように学びに向かうか

□ 生物の調べ方や観察のしかたを身につける。
□ 拡大する部分に応じて，正しく観察器具を使
うことができる。
□ 生物の特

とく

徴
ちょう

を，言葉・図・表を用いて記録で
きる。

どのような知識・技能を身につけるか

□ 疑問に感じたことなどから，探究の課題をつ
くることができる。  （学年目標）

□ 基準を設定し，それにもとづいて生物を分類
できる。
□ 観察結果や考察などを，ほかの人に伝えるこ
とを意識して表現できる。

理解していることをどのように使うかCan-Do List
できるようになりたい目標

シロツメクサの葉にとまる
ナナホシテントウ

 22 

3年 p.257　３年生で SDGsの意義をさらに深める

見 方

考え方

この
時間の
課題

●  持続可能な社会づくりの必要性
　産業革命以降，工業が発達し，人口が急激に増加すると，エ

ネルギー資源の大量消費が始まった。初めのうちは石炭がほと

んどであったが，しだいに石油と天然ガスの割合が多くなった。

これらの資源は化石燃料とよばれ，その大量消費は，気候変動

など自然環
かん

境
きょう

を大きく変化させている。また，化石燃料などの

エネルギー資源や物質資源には限りがあり，いつかはなくなる。

　このような限られた資源の中で，環境との調和を図り，地球

の豊かな自然を次世代に引きついでいくために，すべての国が

協力して持続可能な社会
❶

をつくっていくことが私たちに求めら

れている。このような情勢を受けて決められた目標が「持続可

能な開発目標（SDGs）」である。

❶　「持続可能な社会」とは，豊か
な環境が保全されるとともに，私
たちが幸せを実感できる生活がで
き，それらを将来の世代にも引き
つぐことができる社会をいう。

持続可能な開発目標4

図31   持続可能な開発目標

SDGs は，自然環境の保護だけでなく，格差の問題，持続可能な消費や生産，気候変動対策など，全ての国に関わる普
ふ

遍
へん

的な目標である。
その達成のために，あらゆる団体が国際的に協力することが求められている。
〔たとえば〕
2　飢

き

餓
が

をゼロに
世界の飢餓の主な原因として，紛

ふん

争
そう

や干ばつ，気候変動関連の災害があげられる。飢餓を終わらせ，食料の安定確保と人々の栄養状
態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を目指すことが必要である。

13　気候変動に具体的な対策を
世界気象機関の分

ぶん

析
せき

では，2013 年から 2017 年の 5年間の世界平均気温は史上最高を記録した。世界中で，海面の上
じょう

昇
しょう

や異常気象，
温室効果ガス濃

のう

度
ど

の上昇が引き続き観測されており，気候変動とその影響に対応することが急務である。

持続可能な開発目標につ
いて，さらに調べてみま
しょう。
QRコード先で目標のまと
めを見ることもできます。

科学を手に私たちは何をすべきか。

  小学校・中学校で学んだ見方

  小学校・中学校で学んだ考え方

1 2 3 4 6

 257 

1 年 p. ⑤　１年生での SDGs の紹介

探究の方法の例

仕事を例にとっても，
理科は深く関わって
います。

理科を勉強して，将来
役に立つんですか？

医師・看護師・薬
やく

剤
ざい

師
し

など

でも，日常生活までは
関係ないですよね？

※ 2015 年 9月の国連サミットで，加盟国 193 カ国が，2016 年～ 2030 年に解決すべき課題を決めた。

現代の社会では，必ず生活のどこかで理科の知識や考え方を使っ
ています。たとえば，さまざまな仕事で理科は役立っています。

日常には，正確な理科の知識にもとづいていない情報，まぎらわしい
情報があふれています。それらにまどわされないためにも，理科は役
立ちます。

疑問をもったり問題を感じたりしたときに，それを解決するための
計画を立て，解決していかなければならないことは，だれにでも，
いつでもあります。その方法を学ぶのが理科です。

世界にはさまざまな課題があり，次のような「世界を変えるた
めの 17の目標（SDGs）」が国際会議で決められました※。こ
のような目標を達成するために，さまざまな「知識」「考え方」
「態度」が必要で，その大切な部分を理科で学んでいきます。

こんな場面で，あなた
はどのように考え，ど
う判断しますか？

プログラマー・システムエンジニアなど

２年生の「なぜ理科を
学ぶの？」はQRコー
ド先から確認できます。

プログラムを設計するとき，目的に対応した効
率のよい方法，うまくいかないときの改善方法
などを常に考えます。それらの方法（探究の方
法）を学ぶのも理科です。

これからの理科で，「物質の性質」「ヒトのから
だのつくりとはたらき」などを学びます。医療
に関わりたいと思っている人には必

ひっ

須
す

の知識で
す。

医師・看護師・

医
い

療
りょう IT エンジニア

?? ? ? ? ?
課題設定 仮説 計画 観察・実験 結果 考察 ふり返り

?
気づき

いつもやってますよね。それって理科でいう「探究」なんです。

● この人と話してみたいな  課題  
● この人って多分こうなんじゃないかな 仮説

● だったらこうやって話しかけてみよう 計画  
● 実際に話してみる 実験

● ちょっとちがったみたい ふり返り  
● だったらこうしてみようかな 仮説修正・次の計画

「試験」のためじゃない。

知って，使って，役立てる
ために学ぶんだ！

仕事に役立てる

正しく知る

探究する

世界的な課題を
解決する

理科としての正確な知識を根
こん

拠
きょ

として判断することは，あなた
の人生にとって大切です。常に
理科を学び続けて，このような
情報を判断できるようになって
ください。
その基

き

礎
そ

が１年生の理科から始
まります。

血液型性格診
しん

断
だん

って，
けっこう当たるよね。

私と相性がよい人とか
わかるかな？

ほんとなの？人のいろいろな性格
が，数種類の血液型でなかま分け
できるって変じゃない？

昨日の地
じ

震
しん

大きかったよね。
３週間後にもっと大きな地
震がくるって。このサイト
に書いてあるよ。

え～？そんなことをあら
かじめ知る方法なんて，
ほんとにあるの？

理科のトリセツ

この教科書を使って，
「何かを調べて，そ
の結果をもとに考え，
さらに次に発展させ
る」ことを身につけ
ていきましょう。

理科って自分の仕事や
生活に関係するだけな
んですか？
もっとたくさんの人に
役立っていますよね？

理科の学習と，このよ
うな社会との関連もこ
れから意識していきま
しょう。２年生と３年
生でも説明します。

理科の知識や考え方で
すか…
大人になるまでに身に
つければいいですよね。
今はあまり関係なさそ
うです。

1 2 1 0 2

なぜ
理科を学ぶの？

④ ⑤

2 年 p. ④　2年生での SDGs の紹介

解決するために必要な力

行動する力

考える力

知識

話し合いで対立を解決する力，
人々から信

しん

頼
らい

される力，
積極的に目標に向かう力
など

言葉や数を使う力など

論理的に考え判断する力，
想像力，改善する力
など

理科でできるようになること

一人ひとりがよりよく生きるために，理科はもちろん
必要です。ただ，そもそも私たちの社会をよくしてい
かないと，一人ひとりがよりよく生きることは困難です。
世界にはさまざまな課題があり，それらの解決に私た
ちが取り組むとき，理科の知識や考え方が役立つのです。

１年生で，理科は生活や仕事などに必
要であるとわかりました（QRコード先）。
世界がかかえている課題についても解
決の助けになるということでしたが，
くわしくはどういうことですか？

人間には，「自分たちのまわりの世界（たとえば自然）を知りたい」
「身のまわりで起こるできごとの原因を知りたい」という根

こん

源
げん

的
てき

な
欲求があります。そのため，大昔から自然を調べようと努力した人

たちがいて，その積み重ねが今の理科をつくっています。また，そうして明らかになった知識や考え
方は，私たちの文化にもなっています。
現在も自然を深く知りたいという人たちがたくさんいて，さまざまな研究が行われています。もしか
したら，あなたは将来それに関わるかもしれませんね。

自然を知りたいという欲求の例は，「物質のおおもと」をつきとめることです。
昔，物質のおおもとは，「火・土・水・空気」という「４つの要素」だと考えら
れてたこともあります。しかし今では「４つの要素」は実際には存在せず，物
質は「原子」という粒

りゅう

子
し

（→p.22）でできていることがわかっています。

たとえば SDGs
のいくつかの課
題は，理科が大
きく関わってい
そうですね。

こうした力は，社会の課
題を解決するときだけで
はなく，一人ひとりの生
活にも大事ですね。

さまざまな教科で身につける力がある。
そのうちの理科では…

● 自然の現象を，科学的な見方・考え方で理解できるようになる。
● 科学的に探究するための見方・考え方や方法が身につく。
● 自然の現象を科学的に調べようとする態度が身につく。

過去に活
か つ

躍
や く

した偉
い

人
じ ん

たち

大昔から，物質の変化を調べ
る実験は行われていた。

アボガドロ
（1776 ～1856 年）

ドルトンが原子の考えを発
表した少しあと，アボガド
ロは，水素や酸素などでは
同じ種類の原子が結びつい
た「分子」が最小の単位と
なっているという考えを発
表した。

ドルトン
（1766 ～1844 年）

ドルトンは，物質どうし
の変化を調べていく中で，
1803 年に「原子」という
考えを発表した。また，さ
まざまな物質があるのは，
原子の組み合わせが異なる
からだと考えた。

メンデレーエフ
（1834 ～1907 年）

いろいろな原子の質量が明
らかになってきた 19 世紀
に，原子を質量の小さい順
に並べると，原子の性質が
周期的に変化することを発
見し，現在の「周期表」の
もとを考案した。

原子よりもさらに小さい粒子の性質を調べた研究者たちの例
（ノーベル賞受賞者）

科学的に研究する

理科って，世界で困っている人たちや自分の役に立
つから勉強するんですか？
何かを深く調べる研究にも興味があるんですけど…

理科のトリセツ

原子を観察したり，原子を
動かしたりする機器（→p.
14）を開発する技術者

梶
かじ

田
た

隆
たか

章
あき

博士益
ます

川
かわ

敏
とし

英
ひで

博士小
こ

林
ばやし

誠
まこと

博
はく

士
し

薬品などの開発に役立てるた
め，分子の結びつきをコン
ピューター上で再現する技術
を開発する研究者

国際会議で決められた

目標（SDGs） 水を供給するしくみ，
電力を供給するしくみ
など，私たちにはさま
ざまな課題がある。

現代社会で活躍中の人たち

「試験」のためじゃない。

知って，使って，役立てる
ために学ぶんだ！

1 2 2 0 2

1 2 2 0 3

なぜ
理科を学ぶの？

④ ⑤



（第 5号） 伝統と文化を尊重し，それ
らをはぐくんできた我が国と郷土を
愛するとともに，他国を尊重し，国
際社会の平和と発展に寄与する態度
を養うこと。
（伝統文化，国際理解）

・ 日本の伝統技術と科学の関連を示したり，内外の科学者
の紹介や，日本各地及び外国の資料写真を掲載し，日本
の伝統・文化や他国を尊重する態度を育むようにしてい
る。

写真，資料

 1 年 p.68，２年 p.159，３年 p.237
など

サイエンスカフェ
　３年 p.180 など

教
育
基
本
法
第
2
条

5

1 年 p.68　鍛冶職人の紹介 2年 p.159　海外の研究者の紹介

3年 p.237　海外の文化の紹介 3年 p.180　日本の歴史的技術者の紹介

観点 特色 具体例

1 年 p.68　鍛冶職人の紹介

物質の分類
第1章

□ 物質の性質を調べる方法，物質を分類する基
準を説明できる。
□ 物質に決まった密度があることを説明できる。
□ 目に見えない現象をモデルで表現できる。
□ 実験器具を，安全に気をつけて正しく使うこ
とができる。
□ 物質の特

とく

徴
ちょう

や変化を，言葉・図・表を用いて
記録できる。

どのような知識・技能を身につけるか

□ 疑問に感じたことなどから，探究の課題をつ
くることができる。  （学年目標）

□ 実験結果から，物質とその性質の決まりや関
係を見いだすことができる。
□ 実験結果や考察などを，ほかの人に伝えるこ
とを意識して表現できる。

理解していることをどのように使うかCan-Do List
できるようになりたい目標

□ 学習内容に興味や関心をもち，進んで取り組む
ことができる。
□ 自分が今やっていることをふり返り，改善しよ
うとする。

□ほかの人と考えを出し合い，協力できる。
□ 日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。

どのように学びに向かうか

金属がもつ展
てん

性
せい

（→ p.71）の性質を
利用した鍛

か

冶
じ
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2 年 p.159　海外の研究者の紹介
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2 60Vと
読む

11.20Vと
読む

1.55Vと
読む

（3V以下）

（15V以下）

（指針がほとんどふれない）

指針のふれが小さ
いときは，スイッ
チを切ってから，
15Vのー端子につ
なぐ。

まだふれが小さ
いときは，3Vの
-端子につなぎ
変える。

電
圧
の
大
き
さ
が
予
想
で
き
な
い
と
き
，
-
端
子
は
，
ま
ず

　
V
の
端
子
に
つ
な
ぐ
。

300

❶

ボルタ
（1745 ～ 1827 年）

❶ 　15V にしたときの１目盛りは
0.5V であり，本来はその 1/10
の 0.05V まで読み取ることがで
きる。ただし，実際の実験では読
むことができる範

はん

囲
い

で値を読む。

　目盛りを正面から見て読
み取る。このとき，つない
だー端子によって，目盛り
の数字を次のように選ぶ。

②  -端子の選び方

③  目盛りの読み方

図10   電流や電圧の単位と科学者

アンペール
（1775 ～ 1836 年）

電流の単位アンペアは，フラ
ンスの物理学者アンペールの
名からつけられた。アンペー
ルは，電流のまわりの磁

じ

界
かい

（→ p.189）についてくわしく
研究し，電流の強さを定義す
る数式を発表した。

電圧の単位ボルトは，はじめて実
用的な電池を作ったイタリアの物
理学者ボルタの名からつけられた。
当時は電圧計などの機器は考案さ
れていなかったので，電圧のちが
いを，ボルタは電流の流れる水溶
液を手でさわったときの「痛さ」
ではかった。

資料
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3 年 p.237　海外の文化の紹介

3-4
つ な げ て 深 め る

この単元で学習した内容と，次のことがらをつなげて発想を広げましょう。

私たちの班は，エジプトなど古代
文明で行われていた天体観測に興
味をもちました。

天体観測をもとに暦
こよみ

がつくられた
と聞いて，調べてみました。

 学び，再発見

＋仕事とつなげる

＋これまでの学習内容とつなげる

＋家庭生活とつなげる

＋興味のあることとつなげる

＋学校生活とつなげる

＋ほかの人の意見とつなげる

● 数千年前のエジプトなどの古代文明では，
種まきや刈

か

り入れの時季など農耕の 1年の
計画を立てる必要から，太陽や月などの天
体観測をもとにした暦（カレンダー）が発
達した。
● 古代エジプトでは，農耕に大きな影

えい

響
きょう

をあ
たえるナイル川が洪

こう

水
ずい

を起こす時季の目安
として，シリウスが日の出とともに東から
昇
のぼ

る日を観測していた。
● 古代遺

い

跡
せき

の多くは，天体の観測技術と結び

ついており，たとえば古代のイギリスでつ
くられた「ストーンヘンジ」とよばれる巨

きょ

大
だい

な石の建築物には，夏至の日に太陽の昇
る方位が示されている。
● 星占

うらな

いの始まりも，古代の天体観測と関係
がある。観測により星図がつくられ，太陽
が 1年を通じてどの星座の中にあるかも推
測できるようになり，黄道にそって並ぶ星
座と太陽や惑

わく

星
せい

の位置関係が，星占いに用
いられた。

社会

ストーンヘンジ（イギリス）紀元前 1200 年ごろの古代エジプトのカレンダー

学習の中で，もっと知り
たいと思ったことを深め
ていきましょう。

何ができると「深い学び」
が実現するのか，p.4-5
で確認しておきましょう。
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3 年 p.180　日本の歴史的技術者の紹介

Can-Do List 自己チェック☑- 何ができるようになったか -

サイエンスカフェ

　イタリアの物理学者ボルタは，2種類の金属と
食塩水などの水

すい

溶
よう

液
えき

があれば，電流を連続的に取
り出せることを発見し，「ボルタの電

でん

堆
たい

（図 A）」
とよばれる装置を作りました（1800 年）。これ
が世界ではじめての電池です。
　ボルタの発明によっ
て，それまで得ること
が難しかった，連続し
た電流が得られるよう
になりました。そして，
水の電気分解や電流に
ついての実験などが行

われるようになり，多くの発見や発明につながり
ました。しかし，ボルタの電池は，電圧がすぐ下がっ
てしまうことや，装置も大きく，たおれると液が
こぼれるなどの欠点がありました。
　その後，ボルタの電池の改良が進められ，
1880 年代に日本の屋

や

井
い

先
さき

蔵
ぞう

（1863 ～ 1927 年，
新潟県長

なが

岡
おか

市）やドイツのガスナー（1855～1942
年）は，水溶液を固めた，液がこぼれない電池を
発明しました（図 B）。このしくみは，液がこぼ
れない，乾

かわ

いた電池なので「乾電池」とよばれて
います。

化学電池のしくみをイオン
の性質で考えられるように
なりましたね。章のはじめ
の Can-Do List（p.170）
にもどって，身についた力を
チェックしてみましょう。
これでイオンの学習は修了で
す。高校での学習を楽しみに
しましょう。

ボルタ
（1745 ～ 1827 年）

資料

乾
かん

電
でん

池
ち

の発明

図A   ボルタの電堆 図B   屋井先蔵が作った乾電池

Can-Do List
できるようになりたい目標

この章でどのような学習をしてき
たのか，授業のプリントや教科書
などをふり返り，自分でまとめて
みましょう。
QRコード先で，
この章のまと
めや基礎問題
を確認するこ
ともできます。 1 2 3 3 0
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見方・考え方をはたらかせて，資質
・能力を育む構成になっているか。
（学習指導要領，見方・考え方，資質
・能力）

・ 年間指導計画で想定されたすべての授業時間において，
「見方・考え方」の例が示されており，さらに「見方・考
え方」をはたらかせて，その時間の課題に取り組むように
うながされている。

本文

 1年 p.23 右上，１年 p.28 右上，
　１年 p.33 右上

　など

学
習
指
導
要
領
と
の
対
応

観点 特色 具体例

6

1 年 p.23　時間ごとの「見方・考え方」（右上） 1年 p.28　時間ごとの「見方・考え方」（右上）

1年 p.33　時間ごとの「見方・考え方」（右上）

1年 p.23　時間ごとの「見方・考え方」（右上）

見 方

考え方

この
時間の
課題

校　庭

南校舎

北校舎

体育館

セイヨウタンポポ

ナズナ

スズメノカタビラ

シロツメクサ

ドクダミ

B1-118

日当たりが
よい

日当たりが
悪い

北

プール

生物の観察1

  いろいろな視点で調べる

生物を観察するとき，どのよう
にすればよいか。

  生物の「全体の特徴・細
かな特徴」に注目する春になると，学校などの身の

まわりで，さまざまな生物が
見られるようになります。

まず，いろいろな視点で注意深く
観察すること，そして，それを正
確に記録することが大切です。

生物の観察観  察 屋外に出て，気になる生物を
観察しましょう。

A　観察地図をつくる
校庭や学校のまわりでは，どのような生物がどの
ような場所に見られるのだろうか。

①  校庭の地図を用意し，調べる場所を各班で分
担する。

②  見つけた生物を記録用紙に記入する。
③  見つけた場所のようすも記入する。

レポートのかき方について，タンポポを
例にして次ページからくわしく学びます。
また，生物を細かく観察したいとき
は，ルーペや双

そう

眼
がん

実
じっ

体
たい

顕
けん

微
び

鏡
きょう

という器具
（p.27）を使います。

B　観察レポートをつくる
１種類の生物をくわしく調べると，どのようなこ
とがわかるだろうか。

観察地図の例

 図
ず

鑑
かん

，筆記用具，ルーペ，巻き尺，カメラ
準備準備
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1 年 p.28　時間ごとの「見方・考え方」（右上）

見 方

考え方

この
時間の
課題

身のまわりの生物は，どの
ように分類できるか。

  生物には「似ているとこ
ろ・ちがうところ」がある

 比
ひ

較
かく

して分類する

イチョウ

オオバコ キノコ

ゼニゴケ

カメ

チョウおたまじゃくし

ザリガニザリガニザリガニ

コイ

カモ

ハチ

イヌ

カエル ミミズ

マイマイ

分類の方法2

生物を分類する探 究 1

?
気 づ き

身のまわりには，多様
な生物が見られますね。
この生物を観察して分
類してみましょう。

海
かい

藻
そ う

アサガオ

イブキ

オシダシロツメクサ

 28 

1 年 p.33　時間ごとの「見方・考え方」（右上）

見 方

考え方

この
時間の
課題

茎
くき

花

葉

根

果実

身のまわりにある花をよく
見ると，種類によって花の
形がかなりちがうよね。

花のつくりは決まっ
ているのかな？ 小学校で学んだ，植

物のからだのつくり
や，花のつくりを思
い出しましょう。

花にはどのような似ているつくり・
ちがうつくりがあり，どのように分
類できるか。

ふりかえり

ふりかえり

花弁は，どんな種類
でも必ずあるんじゃ
ないかな？

そうかな？あざやか
な花弁がない花もあ
るよね。

花をとってきて，
花のつくりを分け
ながら観察しよう。

ちがう種類をうま
く比べるにはどう
したらよいだろう。

アサガオの花

花弁

がくめしべ

おしべ

花をさかせる植物

?
気 づ き

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

花にはどのような似ているつく
り・ちがうつくりがあり，どの
ように分類できるか。

  植物には，種類によって「似
ているところ・ちがうとこ
ろ」がある
  比
ひ

較
かく

して分類する
花のつくり探 究 2

埼玉県幸
さって

手市埼玉県幸
さって

手市

1
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学習指導要領において示された「資
質・能力」の 3つの柱「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力等」「学び
に向かう力・人間性等」をふまえた
配慮がなされているか。
（学習指導要領，資質・能力，知識
・技能，思考力・判断力・表現力等，
学びに向かう力・人間性等）

・  章はじめの「Can-Do List」で，資質・能力の３観点を明
示しており，各章でどのような知識を身につけるのかな
どの見通しをもって学習を進めることができる。

・  章の終わりの「何ができるようになったか」では，章のは
じめにある「Can-Do List」の内容をふり返る活動が設け
られており，自己効力感を高めながら資質・能力を高め
るくふうがなされている。

Can-Do List
 １年 p.68

⬇
何ができるようになったか

 １年 p.83
など

学
習
指
導
要
領
と
の
対
応

7

1 年 p.68　章とびらのCan-Do List の例 1年 p.83　章とびらのCan-Do List を受けたふり返り

観点 特色 具体例

1 年 p.68　章とびらのCan-Do List の例

物質の分類
第1章

□ 物質の性質を調べる方法，物質を分類する基
準を説明できる。
□ 物質に決まった密度があることを説明できる。
□ 目に見えない現象をモデルで表現できる。
□ 実験器具を，安全に気をつけて正しく使うこ
とができる。
□ 物質の特

とく

徴
ちょう

や変化を，言葉・図・表を用いて
記録できる。

どのような知識・技能を身につけるか

□ 疑問に感じたことなどから，探究の課題をつ
くることができる。  （学年目標）

□ 実験結果から，物質とその性質の決まりや関
係を見いだすことができる。
□ 実験結果や考察などを，ほかの人に伝えるこ
とを意識して表現できる。

理解していることをどのように使うかCan-Do List
できるようになりたい目標

□ 学習内容に興味や関心をもち，進んで取り組む
ことができる。
□ 自分が今やっていることをふり返り，改善しよ
うとする。

□ほかの人と考えを出し合い，協力できる。
□ 日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。

どのように学びに向かうか

金属がもつ展
てん

性
せい

（→ p.71）の性質を
利用した鍛

か

冶
じ
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1 年 p.83　章とびらのCan-Do List を受けたふり返り

見 方

考え方

この
時間の
課題

Can-Do List 自己チェック☑- 何ができるようになったか -

図12（a）（b）（c）（d）（e）は，物質の浮き沈みのようすを示した
写真です。なぜ，物質が浮かんでいるのか，または沈んでいるのかを，
密度のちがいから説明してみましょう。

❶　木材の密度は，マツの場合で約
0.5g/cm³ である。

　密度が水より大きい物質は水に沈み，密度が水より小さい物

質は水に浮く。たとえば，鉄が水に沈むのは，鉄の密度 7.87g/

cm3 が水の密度 1.00g/cm3 より大きいからである。また，木

材が水に浮くのは，その密度
❶

が水の密度より小さいからである。

　また，物質の浮き沈みは，液体どうし，気体どうしの間でも

起こる。

酢

油

（a） 水銀に浮かぶ鉄 （b） エタノールに沈む氷 （c）  油と酢
す

が分かれた
ドレッシング

（d）  水素を入れた
シャボン玉

物質の浮き沈みは，何によって決
まるか。

  液体の密度と固体の密度を比
ひ

較
かく

する

●  密度と物質の浮
う

き沈
しず

み

この
時間の
まとめ

物質の浮き沈みは，密度の大小に
よって決まる。水よりも密度の小
さい物体は浮き，密度の大きい物
体は沈む。

学 び を い か す

物質の分類の考え方を身につけ
ることができましたね。章のは
じめのCan-Do List（p.68）
にもどって，身についた力を
チェックしてみましょう。
次の章からは，物質の性質を
「粒

りゅう

子
し

」で考えていきましょう。

図12   物質の浮き沈み

Can-Do List
できるようになりたい目標

（e）  二酸化炭素を入
れたシャボン玉

  物質により，その性質が異なる

この章でどのような学習をしてき
たのか，授業のプリントや教科書
などをふり返り，自分でまとめて
みましょう。
QRコード先で，
この章のまと
めや基礎問題
を確認するこ
ともできます。 1 2 1 1 7
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主体的・対話的で深い学びの実現に
向けた学習活動に資する工夫や配慮
があるか。
（学習指導要領，主体的・対話的で深
い学び）

・ 巻頭の「理科のトリセツ」では，教科書を使用して主体的
・対話的で深い学びが実現できる場面の説明があり，こ
れらの学びを実現させるはじめの段階として便利である。

・ 従来よりもキャラクターの吹き出しが飛躍的に増えてお
り，話し合いの場面が非常に多い。このため，学習を進
める際に対話が非常に重要であることを自然と生徒に伝
えることができる。

・ 単元末の「学び続ける理科マスター」には，深い学びの活
動例が示されており，生徒が自ら活動する際の参考にす
ることができる。

・ 各巻の最後には，話し合いの際のホワイトボードの代わ
りになる紙面が設けられている。

理科のトリセツ

 １年 p.4 ～ 5，１年 p.12 ～ 13
学び続ける理科マスター
　１年 p.60 ～ 61，２年 p.140 ～ 141
アイデアボード
　各巻巻末

学
習
指
導
要
領
と
の
対
応

8

1 年 p.12　主体的・対話的で深い学びの説明 1年 p.60　単元末にある「深い学び」の紹介

2年 p.140　単元末にある「深い学び」の紹介

各巻巻末の「アイデアボード」はホワイトボード

としてご使用ください

観点 特色 具体例

1 年 p.60　単元末にある「深い学び」の紹介

ふ り 返 っ て 深 め る 教 え て 深 め る

1-1

発 信 し て 深 め る

　この問いに対して今かいた内容を，単元がはじ
まる前にかいた内容と比べてみます。また，学習
の中で自分の考えが変わったところはどこでしょ
うか。その結果を自分で確認したり，班やクラス
で比べて話し合ったりしてみましょう。

　　今のジブン＞昔のジブン

　この単元の学習を通して，あなたが難しいと
思ったところはどこですか。そこは，きっとほ
かの人も難しいと思うことでしょう。
　では，これから学習する下級生にそれをわか
りやすく伝えるとしたら，あなたはどのように
説明しますか？下級生がつまずかないようにど
こに気をつけますか？
　そのポイントを，ポスターや参考書にして，
下級生に伝えましょう。

 １日先生体験
単元のはじめの問いに，もう一度
答えて，何ができるようになって
いるか確かめましょう。

これまで学んだことを下級生のために
いかしてみましょう。
たとえば，「ルーペの使い方」をこれか
ら学ぶ人に説明するとしたら，図や文
章でどのように表現しますか？

学習の中で気になったこと，調べたこ
となどを発表のかたちにまとめ，みん
なの前で説明してみましょう。
聞く人たちは，それに対する意見など
を返すようにしましょう。

　調べたこと，考えたことは，レポートにかいたり，発表したりしましょう。
発表の準備をすること自体が，考えを深めることにつながり，ほかの人の異
なる視点をもらえば，さらに考えが深まります。

 学びをキャッチボール

リンネ
（1707 ～ 1778 年）

牧野富太郎
（1862 ～ 1957 年）

私は，動植物の分類に
貢
こう

献
けん

した人たちを調べ
て新聞にしました。そ
れを発表します。

●リンネ
　植物を分類するにあ
たって，花を分類の基準
としました。彼は初めて
体系的に生物を分類する
方法を考え出し，後の分
類学の基

き

礎
そ

を築きまし
た。

●牧
まき

野
の

富
とみ

太
た

郎
ろう

（日本）
　日本各地の山野で，それ
まで知られていなかった植
物を約 600 種類も見つけ
て命名するとともに，植物
図
ず

鑑
かん

の編さんにも情熱を傾
かたむ

けました。

学び続ける理科マスター！「深めて」
  目指せ！

　　学びのあしあと（→p.19）

～生命とはなんですか？～
生き物をどのようになかま分けできるか，

図や文章で説明してみましょう。
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2 年 p.140　単元末にある「深い学び」の紹介

2-2

ふ り 返 っ て 深 め る 教 え て 深 め る

発 信 し て 深 め る

単元のはじめの問いに，もう一
度答えて，何ができるように
なっているか確かめましょう。

　この問いに対して今かいた内容を，単元がはじ
まる前にかいた内容と比べてみます。また，学習
の中で自分の考えが変わったところはどこでしょ
うか。

　　今のジブン＞昔のジブン

　この単元の学習を通して，あなたが難しいと
思ったところはどこですか。そこは，きっとほ
かの人も難しいと思うことでしょう。
　では，これから学習する下級生にそれをわか
りやすく伝えるとしたら，あなたはどのように
説明しますか？下級生がつまずかないようにど
こに気をつけますか？
　そのポイントを，ポスターや参考書にして，
下級生に伝えましょう。

 １日先生体験
これまで学んだことを，下級生の
ためにいかしてみましょう。

学習の中で気になったこと，調べたこ
となどを発表のかたちにまとめ，みん
なの前で説明してみましょう。
聞く人たちは，それに対する意見など
を返すようにしましょう。

　調べたこと，考えたことは，レポートにかいたり，発表したりしましょう。
発表の準備をすること自体が，考えを深めることにつながり，ほかの人の異
なる視点をもらえば，さらに考えが深まります。

 学びをキャッチボール

実験計画の立て方に
興味をもって，蒸散
をテーマに調べる計
画を立てました。植物の部分によってどのくらい蒸散の量がちがうか

＜変える条件＞植物の部分（茎
くき

，葉の表側，葉
の裏側）

＜そろえる条件＞それぞれの部分の面積（でき
るだけそろえる），日にち，時刻，個体

方法　①A：葉の表側だけにワセリンをぬる
　　　　 B：葉の裏側だけにワセリンをぬる

　　 C：葉の表側・裏側にワセリンをぬる
　　 D：茎だけにワセリンをぬる
　　 E：どこにもワセリンをぬらない
　　 F：茎のかわりにガラス棒を使う
② 試験管に水を入れてそれぞれの茎をさし，
時間を決めて減った水の量を比

ひ

較
かく

する。

学び続ける理科マスター！「深めて」
  目指せ！

　　学びのあしあと（→ p.75）
生物と，養分・酸素・二酸化炭素にはどの
ような関わりがありますか。動物や植物を
例にして，図や文章で説明してみましょう。
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1 年 p.12　主体的・対話的で深い学びの説明

主体的に
自ら動こう！
　　行動力より 行動量！

対話的に

● 班などで話し合うときに，役割を決めま
しょう。

理科は  話し合い！

● 章の学習のはじめにある「Can-Do List（たと
えば→ p.32 など）」を意識して，学習の目的意
識をもちましょう。

● 身のまわりのことがらから課題を探し出して，
探究活動を進めていきましょう。

● 探究活動のときに「探究のCan-Do List」を意
識して，探究の目的意識をもちましょう。

● 学んだ内容がどこかに関係していないか，使え
ないか探してみましょう。

● 探究活動がうまくいかなくても，うまくいく方
法をねばり強く考えましょう。

● これまでの学習や自分の勉強法などをふり返り，
もっとよい方法がないか考えましょう。

● 自分の考えを書いて表現したり，発表したりし
て，ほかの人の発表にも意見を言いましょう。

「主体的に学ぶ」とは，まとめると
・身のまわりのできごとに疑問をもつ
・見通しをもつ
・ねばり強く取り組む
・ 自分のやってきたことをふり返り，改善
していく

・ 新しいことに挑
ちょう

戦
せん

する
などです。

「ただ勢いよく話す」だけとはちがいます。
じっくり静かに取り組んでいても，「主体
的」は実現しますよね。

● 相手に質問するときの聞き方をくふうしま
しょう。

どうやったら主体的になるの

どうやったら対話的になるの

班で話し合うとき，なんとなく話し合うのではなく，
● 話し合いをうながす役割
● 話し合いの記録をつける役割

を決めてみましょう。もちろんこの役割をもつ人も
話し合いに加わりますが，ふだんよりもまわりの人
を少し気にするということです。これらの役割を探
究ごとに交代していきます。
このような方法や考え方は「ファシリテーション」
ともよばれます。

次のような聞き方をされると，もっと
話したくなりますね。

・～というと？
・具体的には？，例えば？
・まとめると？
・もう少しくわしく言うと？
・他には？
・数値でいうと？
・理由は？

など　　

体的・対話的に，深く学ぶ体的・対話的に，深く学ぶ主

どうやって
理科を学ぶの？
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各学年の探究の重点に配慮した工夫
や配慮があるか。
（学習指導要領，探究の重点）

・ 各学年で次のような探究の重点項目が示されている。
【１学年】各単元のはじめに「問題発見」という活動を設け

ている。
【２学年】探究によって「しっかり仮説」「しっかり計画」

というマークが示されており，これらの活動に力を
入れることが適切な探究活動がわかるようになって
いる。

【３学年】探究によって「しっかりふり返り」というマーク
が示されており，どのような活動を行うとふり返り
になるのか，明示されている。

問題発見
　１年 p.20 ～ 21，１年 p.130 ～ 131

など

しっかり仮説
　２年 p.33 ～ 36，２年 p.43 ～ 46など
しっかり計画
　２年 p.95 ～ 98，２年 p.175 ～ 178

など

しっかりふり返り
　３年 p.17 ～ 20，３年 p.89 ～ 92など

単
元
の
組
織
・
配
列
・
構
成
・
分
量

9

1 年 p.20　１年生の各単元に設けた「問題発見」 2年 p.33　2年生の重点「しっかり仮説」

2年 p.95　2年生の重点「しっかり計画」 3年 p.20　３年生の重点「ふり返り」

観点 特色 具体例

1 年 p.20　１年生の各単元に設けた「問題発見」

植物はそれぞれ名前がついて
いるよ（図 A）。どの花もち
がって見えるけど，なかまど
うしのものがあるのかな？

暖かくなって，学校のまわ
りでもいろいろな種類の花
が見つかるね。

問 題 発 見

私たちは生物をどのようになかま分けしているのだろう。?
気 づ き

私たちは，身のまわりのものに名前を
つけたり，調べようとしたりするとき，
自然と「なかま分け」をしています。
これを「分類する」といいます。
人間ははるか昔から，ものをよく観察
し，分類してきました。ここではまず，
生物を調べて分類することを考えてい
きましょう。

小さい子も，何も教わらなくても自然となかま分
けをするんですよ。あなたもそうだったはずです。

どれも葉があって茎
くき

があって，花がさくけど，
そうでない植物のなかまもあるのかな？
どうやってなかま分けするんだろう？

図A   春に学校のまわりなどで見られる植物

ハルジオン ホトケノザ オオイヌノフグリ ナズナ

本を並べるのも分類です
よね。本の大きさ別，文
庫本か・単行本か・全集
か，著者別，分野別，い
ろいろな分類の基準があ
りますね。
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2 年 p.33　2年生の重点「しっかり仮説」

見 方

考え方

この
時間の
課題

水

電極
陰極 陽極

水水

気体が
発生する

陽極

気体が
発生する

陰極

水の電気分解では，陽極と陰極から何が発生するか。原子
のモデルから仮説を立て，実験で確かめる。

水分子 1個は，水素原子 2個と酸
素原子1個からできているね。

電極付近から気体
が発生しているよ。

この気体は，水蒸気
（水）なんだろうか。

何か化学変化が起こっ
ているんだろうか。

電気分解装置を使って水
に電流を流すと，写真の
ようになります。
電気分解装置の電極で，
電源装置の+極につない
だ電極を「陽

よう

極
きょく

」，－極に
つないだ電極を「陰

いん

極
きょく

」
といいます。

状態変化では，水分子そのものは変わらず，
水分子の集まり方が変わるだけです。

気体の見当がついていれ
ば，確かめ方もわかるね。

この実験は水酸化ナトリウムを使います。
先生の注意をよく聞きましょう。
水に水酸化ナトリウムを加えるのは，電流
を流しやすくするためです。

しっかり仮説

H HO H HO

O O

H H H H

H H
O

H H
O

O O
H H H H

れいきゃく

水蒸気

加熱

水

加熱

氷

冷却

冷却

気体液体固体

原子モデルをいかした仮説2
水の電気分解では，陽極と陰極か
ら何が発生するか。

  物質が分かれる化学変化と原子
を関係づける

水に電流を流したときの変化探 究 3

?
気 づ き

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

図13   水に電流を流したときの変化

  物質は原子の集まりでできて
いる

 33 

2 年 p.95　2年生の重点「しっかり計画」

見 方

考え方

この
時間の
課題

（b）下から見上げたクスノキ（a）ヒマワリを真上から見たようす

（a）は葉が重ならないようになっている。
（b）も，枝や葉がうまく重ならないよう
に広がっているね。

植物の成長に必要な条件
の中に，デンプンをつく
り出すのに必要な条件が
あるかも。

植物の成長に必要な
条件をあげてみよう。

小学校の学習を思い出そ
う。デンプンはどのよう
な条件でできたかな？

必要な条件は「日光」にちがいないよ。
日光が原因でデンプンができたこと
を確かめる実験を計画しよう。

（あなたの計画）

しっかり計画

図7   植物の葉のつきかた

植物と養分
植物がデンプンをつくり出すのに
必要な条件は何か。

  植物がデンプンをつくるとき，
決まった条件がある
 実験の条件を操作する

養分をつくるために必要な条件探 究 3

?
気 づ き

課 題
? 植物がデンプンをつくり出すのに必要な

条件は何か。条件を考えて，それを確か
める実験を計画する。

仮 説
?

計 画
?

小学校の復習も兼
か

ねて次の文章を読み，実験計画を立てる
練習をしましょう。

この探究活動では，仮説
を立て，それをもとに実
験を計画する活動を主に
行います。

生物は有機物（たとえばデンプン）を分解してエネルギーを
取り出している。その養分は，動物ではからだの外から取り
入れられ，植物ではからだの中でつくり出される。

2
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3 年 p.20　３年生の重点「ふり返り」

力 A
力 A と力 B 
の差

力 B

力AからB
を引く

おもりの数 ①
空気中

②
半分水中

③
全部水中

④
さらに深く

10 0.51N 0.32N 0.13N 0.13N

20 0.88N 0.68N 0.51N 0.51N

おもりの数 10 個の
ときの浮力

半分水中（①-②） 0.19N

全部水中（①-③） 0.38N

おもりの数 20 個の
ときの浮力

半分水中（①-②） 0.20N

全部水中（①-③） 0.37N

・ 物体を水中に入れたとき，ばねばかりの値（②，③，④）は，空気中ではかった
値（①）よりも小さいことがわかる。空気中（①）ではかった値と物体を水中に
入れたときの値（③）の差が浮

ふ

力
りょく

の大きさである。

◯調べようとしたことに対して，方法は適切か。
◯ 方法を通じて明らかになったこと（結果）を正確に記録できているか。
◯ 考察の内容は結果をふまえているか。無理がないか。
◯ 課題で設定した問いかけに対して，実験で明らかになったか，考察は適切か。
◯ 自分の仮説が正しかったか（正しくなければ次の探究を計画する）。
◯ レポート全体は，ほかの人がみても読みやすくまとめられているか。
◯１年生で学習した，「力のつり合い」の考えが応用できているか。

結果・考察

● 実験 A
ばねばかりではかりなが
ら物体を水中に沈

しず

めると，
ばねばかりの値は図6の
ような結果になった。
● 実験 B
容器が大きいと，容器が
水に沈まず，容器を沈め
るにはたくさんのおもり
が必要だった。

図7   探究１の考察例

水中の物体にはたらく力

この
時間の
まとめ

浮力の大きさは，物体が水中
に沈んでいる体積に関係があ
る。

結 果
?

考 察
?

?
ふり返り
ポイント

次の時間は浮力の性質をまとめ
ましょう。

・ 浮力の大きさは，物体の水に沈んでいる
体積が大きいほど大きい。

・ 物体全体を水に沈めたとき，浮力の大き
さは水の深さには関係がない。

・ おもりの重さを変えても浮力の大きさが
変わらないことから，浮力の大きさは物
体の重さには関係しない。

・ 水中で物体にはたらく力は水圧なので，
浮力は水圧と関係があると思う。

図6   探究 1実験 Aの結果例

ばねばかりの値

（あなたのふり返り）

 20 



単元や章は，全体として系統的・発
展的に組織・配列されているか。

・ 各学年とも，想定する年間指導計画にそった単元配列に
なっており，初任の教師が構成を理解しやすくなってい
る。

・ 各単元の内容はすべて３章に整理されており，全学年を
通じて学習内容の区切りがわかりやすい。

もくじ
　１年 p.③，２年 p.③，３年 p.③

単
元
の
組
織
・
配
列
・
構
成
・
分
量
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1 年 p. ③　１年生の単元構成 2年 p. ③　2年生の単元構成

3年 p. ③　3年生の単元構成

観点 特色 具体例

1 年 p. ③　１年生の単元構成

1-3

第１章　身近な生物の観察  ………………………… p.22

第２章　植物の分類  ………………………………… p.32

第３章　動物の分類  ………………………………… p.48

　単元末の活動  ………………………………………………… p.60

動植物の分類

第１章　物質の分類  ………………………………… p.68

第２章　粒
りゅう

子
し

のモデルと物質の性質  ……………… p.84

第３章　粒子のモデルと状態変化  ………………　p.106

　単元末の活動  ……………………………………………… p.124

身のまわりの物質

第１章　火山～火を噴
ふ

く大地～　 ……………………　p.192

第２章　地層～大地から過去を読みとる～ …………　p.210

第３章　地
じ

震
しん

～ゆれる大地～　 ………………………　p.230

　単元末の活動  ……………………………………………… p.254

大地の活動

第１章　光の性質  …………………………………　p.132

第２章　音の性質  …………………………………　p.156

第３章　力のはたらき  ……………………………　p.166

　単元末の活動  ……………………………………………… p.184

身のまわりの現象

理科のトリセツ（取り扱
あつか

い説明書）

…………  ④

探究過程の重点

１-１問題発見 ………………………… p.20，28
１-２問題発見 ………………………………… p.66 
１-３問題発見 ……………………………… p.130
１-４問題発見 …………………… p.190，251

1-1

1-2

1-4

■基本操作

レポート・ノートのかき方 …  p.24，75

スケッチのしかた  …  p.25

野外調査の注意点  …  p.25

観察のポイント  …  p.26

ルーペの使い方 …  p.27

双
そう

眼
がん

実
じっ

体
たい

顕
けん

微
び

鏡
きょう

の使い方 …  p.27

ガスバーナーの使い方  …  p.73

メスシリンダーの読み方 …  p.80

電子てんびんの使い方 …  p.80

小数の計算の復習 …  p.82

ろ過のしかた …  p.88

こまごめピペットの使い方 …  p.92

気体の集め方 …  p.96

気体の性質の調べ方  …  p.99

温度計の読み方 …  p.115

グラフのかき方① …  p.116

誤差と有効数字 …  p.123

分度器の使い方 …  p.137

グラフのかき方② …  p.171

ばねばかりの使い方 …  p.176

■プログラミング教材

フローチャート …  p.51

小数の計算の復習 …  p.82

濃
のう

度
ど

を求める例題 …  p.87

くわしいもくじは，
QRコード先から確
認できます。

教科書の使い方 …………   p.14

さくいん …………………   p.262

母語が日本語以外の生徒さん向け
の「さくいん」はQRコードから
（QRコードの説明はp.17）。

1 2 1 9 9

1 2 1 0 1

もくじ INDEX

③

2 年 p. ③　2年生の単元構成

もくじ INDEX

③

くわしいもくじは，
QRコード先から確
認できます。

探究過程の重点

「しっかり仮説」「しっかり計画」
　　…………  p.33，43，95，99，117，

167，175，207，231

■基本操作

電気分解装置の使い方 …  p.34

電源装置の使い方 …  p.34

フェノールフタレイン溶液，塩化コバルト紙

 …  p.38

顕微鏡の使い方 …  p.78

本実験と対照実験 …  p.100

ベネジクト液の変化 …  p.118

回路図のかき方 …  p.148

電流計の使い方 …  p.150

電圧計の使い方 …  p.158

検流計の使い方 …  p.196

気象観測の方法１ …  p.221

気象観測の方法２ …  p.222

■プログラミング教材

原子カード …  p.24

第１章　物質のなりたちと化学変化  …………… p.16

第２章　化学変化と物質の質量  ………………… p.42

第３章　化学変化の利用  ………………………… p.58

　単元末の活動 ……………………………………… p.70

化学変化と原子・分子2-1

第１章　生物のからだと細胞  …………………… p.76

第２章　植物のつくりとはたらき  ……………… p.88

第３章　動物のつくりとはたらき  …………… p.108

　単元末の活動 …………………………………… p.140

動植物の生きるしくみ2-2

第１章　電流と電圧  …………………………… p.146

第２章　電流と磁界  …………………………… p.182

第３章　電流の正体  …………………………… p.204

　単元末の活動 …………………………………… p.214

電流とそのはたらき2-3

第１章　大気の性質と雲のでき方  …………… p.224

第２章　天気の変化  …………………………… p.242

第３章　日本の天気  …………………………… p.254

　単元末の活動 …………………………………… p.272

天気とその変化2-4

理科のトリセツ（取り扱
あつか

い説明書）

…………  ④
教科書の使い方 …………   p.10

さくいん …………………   p.278

母語が日本語以外の生徒さん向け
の「さくいん」はQRコードから
（QRコードの説明はp.13）。

1 2 2 0 1

1 2 2 9 9

3 年 p. ③　3年生の単元構成

もくじ INDEX

第１章　力のつり合い  …………………………… p.14

第２章　力と運動  ………………………………… p.32

第３章　仕事とエネルギー  ……………………… p.48

　単元末の活動 ……………………………………… p.72

運動とエネルギー3-1

第１章　生物の成長・生殖  ……………………… p.78

第２章　遺伝と進化  ……………………………… p.94

第３章　生態系  ………………………………… p.114

　単元末の活動 …………………………………… p.128

生物どうしのつながり3-2

第１章　水
すい

溶
よう

液
えき

とイオン  ……………………… p.134

第２章　酸・アルカリとイオン  ……………… p.152

第３章　電池とイオン  ………………………… p.170

　単元末の活動 …………………………………… p.182

化学変化とイオン3-3

第１章　太陽系と宇宙の広がり  ……………… p.192

第２章　太陽や星の見かけの動き  …………… p.204

第３章　天体の満ち欠け  ……………………… p.226

　単元末の活動 …………………………………… p.236

地球と宇宙3-4

……………………………………………………… p.2423-5 自然・科学技術と人間

探究過程の重点

「しっかりふり返り」
　　…… p.17，87，135，155，163

くわしいもくじは，
QRコード先から確
認できます。

母語が日本語以外の生徒さん向け
の「さくいん」はQRコードから
（QRコードの説明はp.11）。

理科のトリセツ（取り扱
あつか

い説明書）

…………  ④

教科書の使い方 ……………   p.8

さくいん …………………   p.270

■プログラミング教材

イオンカードのアプリ …  p.147

1 2 3 9 9

1 2 3 0 1③



配当時数内で指導可能なように構成
されているか。

・ 時数配分及び年間指導計画は，相当なゆとりをもって学
習を進められるように作成されている。そのため，教師
の裁量によって，探究活動を充実させたり，基礎基本の
定着に力を入れたりなど，生徒の実情に応じた手当てが
非常にしやすくなっている。
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各学年の単元構成と配当時間

観点 特色 具体例

 1-2　身のまわりの物質
　問題発見 p.66 ～ 67

小計 22

1
　第 1章　物質の分類 p.68 ～ 83 6

　第２章　粒子のモデルと
物質の性質

p.84 ～ 105 8

　第 3章　粒子のモデルと状態変化 p.106 ～ 123 6

　単元末の活動 p.124 ～ 127 1

 2-1　化学変化と原子・分子
　第 1章　物質のなりたちと化学変化 p.16 ～ 41

小計 18

8

　第２章　化学変化と物質の質量 p.42 ～ 57 5

　第 3章　化学変化の利用 p.58 ～ 69 4

　単元末の活動 p.70 ～ 73 1

 3-1　運動とエネルギー
　第 1章　力のつり合い

p.14 ～ 31
小計 24

7

　第２章　力と運動 p.32 ～ 47 6

　第 3章　仕事とエネルギー p.48 ～ 71 10

　単元末の活動 p.72 ～ 75 1

 1-3　身のまわりの現象
　問題発見 p.130 ～ 131

小計 20

1
　第１章　光の性質 p.132 ～ 155 8

　第２章　音の性質 p.156 ～ 165 3

　第 3章　力のはたらき p.166 ～ 183 7

　単元末の活動 p.184 ～ 187 1

 1-1　動植物の分類
　問題発見 p.20 ～ 21

小計 14

1

　第 1章　身近な生物の観察 p.22 ～ 31 2

　第２章　植物の分類 p.32 ～ 47 5

　第 3章　動物の分類 p.48 ～ 59 5

　単元末の活動 p.60 ～ 63 1

 1-4　大地の活動
　問題発見 p.190 ～ 191

小計 21

1

　第 1章　火山 p.192 ～ 209 5

　第 2章　地層 p.210 ～ 229 7

　第 3章　地震 p.230 ～ 253 7

　単元末の活動 p.254 ～ 257 1

探究活動や定着などの
ための予備時間 28

合計 105

 2-3　電流とそのはたらき
　第 1章　電流と電圧 p.146 ～ 181

小計 24

12

　第２章　電流と磁界 p.182 ～ 203 7

　第 3章　電流の正体 p.204 ～ 213 4

　単元末の活動 p.214 ～ 217 1

 2-2　動植物の生きるしくみ
　第 1章　生物のからだと細胞 p.76 ～ 87

小計 23

4

　第２章　植物のつくりとはたらき p.88 ～ 107 6

　第 3章　動物のつくりとはたらき p.108 ～ 139 12

　単元末の活動 p.140 ～ 143 1

 2-4　天気とその変化
　第 1章　大気の性質と雲のでき方 p.224 ～ 241

小計 20

8

　第 2章　天気の変化 p.242 ～ 253 5

　第 3章　日本の天気 p.254 ～ 271 6

　単元末の活動 p.272 ～ 275 1

探究活動や定着などの
ための予備時間 55

合計 140

 3-3　化学変化とイオン
　第 1章　水溶液とイオン

p.134 ～ 151
小計 17

6

　第２章　酸・アルカリとイオン p.152 ～ 169 6

　第 3章　電池とイオン p.170 ～ 181 4

　単元末の活動 p.182 ～ 185 1

 3-2　生物どうしのつながり
　第 1章　生物の成長・生殖

p.78 ～ 93
小計 21

6

　第２章　遺伝と進化 p.94 ～ 113 10

　第 3章　生態系 p.114 ～ 127 4

　単元末の活動 p.128 ～ 131 1

 3-4　地球と宇宙
　第 1章　太陽系と宇宙の広がり p.192 ～ 203

小計 18

5

　第 2章　太陽や星の見かけの動き p.204 ～ 225 8

　第 3章　天体の満ち欠け p.226 ～ 235 4

　単元末の活動 p.236 ～ 239 1

 3-5　最終単元
　自然・科学技術と人間

p.242 ～ 246，
p.247 ～ 263

4

探究活動や定着などの
ための予備時間 56

合計 140



観点 特色 具体例

学
習
内
容
・
程
度

学習内容の系統性や小学校との関連
について十分に配慮されているか。
 （小中の関連，学習の系統性，学習
の見通し）

・ 各単元の最初に「ふり返ろう・つなげよう」という問いの
ページがあり，既習事項との関連が図られるとともに，こ
れから学習することの見通しももつことができる。

・ 本文中には，「ふりかえり」という小囲みがあり，既習事
項や関連する学習の系統性を意識することができる。

ふり返ろう・つなげよう

 １年 p.65 右下，２年 p.144 左下
など

ふりかえり
　１年 p.33 右上囲み，
　２年 p.233 下囲み

など

12

1 年 p.65 右下　ふり返ろう・つなげよう 2年 p.144 左下　ふり返ろう・つなげよう

1年 p.33　ふり返りの例 2年 p.233　ふり返りの例

1年 p.65 右下　ふり返ろう・つなげよう

（東京都足
あだち

立区）

1-2

世界は，物質で
できている

身のまわりの
物質

 ものは形が変わっても重さは変わらない。 （小学校 3年）

 ものは体積が同じでも重さがちがうことがある。 （小学校 3年）

 電気を通すものと通さないものがある。鉄やアルミニウムなどの金属は
電気を通す。 （小学校 3年）

 磁石に引きつけられるものと引きつけられないものがある。磁石に引き
つけられるものは，鉄でできている。 （小学校 3年）

 ものが水に溶
と

けても，水とものを合わせた重さは変わらない。 （小学校5年）

 同じ温度でも，水の量を増やすと，ものの溶ける量は増える。 （小学校5年）

 一定の量の水に溶けるミョウバンの量は，水の温度を上げると増えるが，
食塩の量はあまり変わらない。 （小学校 5年）

 水は温度によって，固体（氷）→液体（水）→気体（水蒸気）とそのす
がたを変える。水が氷になると体積が増える。 （小学校 4年）

 空気は窒
ちっ

素
そ

や酸素などの気体が混ざってできている。 （小学校 6年）

 ろうそくや紙などが燃えるときには，空気中の酸素が使われて二酸化炭
素ができる。 （小学校 6年）

　　ふり返ろう・つなげよう

　　学びのあしあと
身のまわりのものは，何からできていて，
どのように分類できるか，図や文章で説明
してみましょう。

この問いに対して，これまでの学習も思い出しなが
ら，どのように答えられるか，かき出してみましょう。
そして，単元の学習が終わったあとで，同じ問いに
答えてみましょう。学習前後の内容を比べると，自
分の成長がよくわかります！

 65 

2 年 p.144 左下　ふり返ろう・つなげよう

2-3

あたりまえの
電気を見直せ

電流と
そのはたらき

 電気の通り道のことを回路という。 （小学校 3年）

 電気の流れのことを電流という。 （小学校 4年）

 乾電池 2個のつなぎ方には直列つなぎと並列つなぎがある。 （小学校 4年）

 乾電池 2個の直列つなぎでは，乾電池 1個のときよりもモーターは速く回転する。
 （小学校 4年）

 電熱線に電流を流すと発熱する。 （小学校 6年）

 電気をよく通すのは金属である。 （中学校 1年）

 磁石のちがう極どうしは引き合い，同じ極どうしはしりぞけ合う。　 （小学校 3年）

 導線を同じ向きに何回も巻いたものをコイルという。 （小学校 5年）

 コイルに鉄しんを入れて電流を流したものを電磁石という。 （小学校 5年）

 電磁石の力を強くするには，電流を大きくするか，コイルの巻数を多くすればよ
い。また，電磁石の電流の向きを変えると，Ｎ極とＳ極は逆になる。 （小学校 5年）

 発電機の軸
じく

を回転させると，電気をつくることができる。 （小学校 6年）

 身のまわりの電気製品では，電気は熱や光，音，運動などに変えられて利用され
ている。 （小学校 6年）

 コンデンサーは，電気をたくわえる性質がある。 （小学校 6年）

　　ふり返ろう・つなげよう

　　学びのあしあと
新しい乾

かん

電
でん

池
ち

を使って，図のように同じ回路を

組んだところ，豆電球の明るさが異なりました。

この理由を説明してみましょう。

この問いに対して，これまでの学習も思い出しながら，どのように答
えられるか，かき出してみましょう。
そして，単元の学習が終わったあとで，同じ問いに答えてみましょう。
学習前後の内容を比べると，自分の成長がよくわかります！
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1 年 p.33　ふり返りの例

見 方

考え方

この
時間の
課題

茎
くき

花

葉

根

果実

身のまわりにある花をよく
見ると，種類によって花の
形がかなりちがうよね。

花のつくりは決まっ
ているのかな？ 小学校で学んだ，植

物のからだのつくり
や，花のつくりを思
い出しましょう。

花にはどのような似ているつくり・
ちがうつくりがあり，どのように分
類できるか。

ふりかえり

ふりかえり

花弁は，どんな種類
でも必ずあるんじゃ
ないかな？

そうかな？あざやか
な花弁がない花もあ
るよね。

花をとってきて，
花のつくりを分け
ながら観察しよう。

ちがう種類をうま
く比べるにはどう
したらよいだろう。

アサガオの花

花弁

がくめしべ

おしべ

花をさかせる植物

?
気 づ き

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

花にはどのような似ているつく
り・ちがうつくりがあり，どの
ように分類できるか。

  植物には，種類によって「似
ているところ・ちがうとこ
ろ」がある
  比
ひ

較
かく

して分類する
花のつくり探 究 2

埼玉県幸
さって

手市埼玉県幸
さって

手市

1

 33 

2 年 p.233　ふり返りの例

見 方

考え方

この
時間の
課題

30200 10

水
蒸
気
量

温度〔℃〕

40

30

20

10

  0

〔g/m3〕

　空気を冷やすと水滴が現れるのは，空気中にふくまれる水蒸

気の量に限界があるためである。水蒸気量が最大限になってい

るとき，空気は水蒸気で飽和しているといい，そのときの水蒸
気量を飽和水蒸気量という。飽和水蒸気量は，表1のように，
空気 1m3 当たりの水蒸気の質量で表し（単位 g/m3）

❶

，温度が

高いときほど大きく，温度が低いときほど小さい。

❶　「/m3」は「1m3 当たり」とい
う意味である。

あれ？
溶解度曲線と飽和水蒸気量の曲
線を比較して，同じように考え
られるんじゃない？
そうすると，気温が下がって，
空気中にふくまれきれなくなっ
た水蒸気が，水滴になって現れ
るのかな？探究 3の結果が説
明できそう。

飽和水蒸気量の考え方は，１年生で学んだ溶解度と似ています。

露点は何によって決まるか。

  溶解度曲線の考えと飽和水蒸気
量の考えを関係づける

●  飽
ほう

和
わ

水蒸気量

表1   飽和水蒸気量 図11   飽和水蒸気量のグラフ

水の温度〔℃〕

の
水
に
溶
け
る
物
質
の
質
量
〔g〕

100ｇ

溶けきれない量

まだ溶かすことのできる量

飽和

100ｇの水に溶ける物質の質量（溶解度）と温度の関係
と

気温が高いほど，空気中に
入っていける水蒸気量が大き
くなるんですね。
図 11 のグラフで 30℃と
10℃の飽和水蒸気量を比

ひ

較
かく

すると，３倍以上もちがいま
す。30℃の空気には，10℃
のときの３倍以上の水蒸気を
ふくむことができるというこ
とですね。

ふりかえり

温度〔℃〕 飽和水蒸気量〔g/m3〕
0   4.8
2   5.6
4   6.4
6   7.3
8   8.3
10   9.4
12  10.7
14  12.1
16  13.6
18 15.4
20 17.3
22 19.4
24 21.8
26 24.4
28 27.2
30 30.4
32 33.8
34 37.6

 水は条件によって状態変化する
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自然の事物・現象についての理解を
深め，科学的な見方や考え方を養う
ように配慮されているか。
 （探究，科学的な思考・表現）

・ 科学的に探究する方法について，巻頭の「理科のトリセ
ツ」で解説されており，またすべての探究のページで，そ
の方法を身につけるために適した構成になっている。

理科のトリセツ

 １年 p.6 ～ 7，２年 p.6 ～ 7，
　３年 p.4 ～ 5
探究
　１年 p.135 ～ 138，２年 p.95 ～ 98

など

学
習
内
容
・
程
度

13

1 年 p.6　探究の手法の説明 1年 p.135　実際の探究ページも同様に構成

2年 p.95　探究で重要な「条件制御」についての解説を新設

日光

日光

１日目 ２日目

同じ日・同じ時刻

日光

㋐ ㋑

㋐

㋑

日光

アルミニウムはく
でまく

①

②

日光

日光

１日目 ２日目

同じ日・同じ時刻

日光

㋐ ㋑

㋐

㋑

日光

アルミニウムはく
でまく

①

②

デンプン溶
よう

液
えき

ヨウ素液を
加える

ヨウ素液

❶　ヨウ素デンプン反応
　デンプンにヨウ素液を加え
るとデンプンが青紫

むらさき

色にな
る。この性質を利用してデ
ンプンの存在を確かめるこ
とができる。（小学校 6年）

方法  植物を日光に当てたあとで，葉にヨウ素液を
たらした。

結果  葉でヨウ素デンプン反応
❶

が起こった。

方法  ① 植物を 1日暗いところに置いてから，葉にヨウ素液をたらした。
　　　② その次に植物を 1日日光に当てて，葉にヨウ素液をたらした。

結果  日光に当てたあとの葉でのみヨウ素デンプン反応が起こった。

ふりかえり

同じ日時で調べるには
どうしたらいいかな？

探究3を調べるために，Aの
実験をして確かめました。
日光に当てた葉でデンプンが
できていたので，デンプンが
できるには日光が必要だとい
うことができます。

日光に当てる・当てないにかかわらず，葉には最初から
デンプンがあったのではないですか？
つまりこの実験方法では，「日光に当てたこと」という
１つの原因がつきとめられていませんね。

Bの実験をして確かめました。
日光を当てた葉とそうでない
葉を比べたので，デンプンが
できるには日光が必要だとい
うことができます。

日光を当てていても，日時が異なるとデンプンができ
たり，できなかったりするのではないですか？
この実験方法では確かめられてませんね。

実 験 A

実 験 B

実験を行うときは，調べたい条件を考えて，１つだけ変える条件を決める必要があります。
もし，いくつかの条件を変えながら実験をしてしまうと，実験の結果が生じた原因が，どの
条件に関係していたのかを，１つにしぼれなくなってしまうのです。
探究3の課題を確かめるために立てた，次のA，B，C，Dの実験方法を比

ひ

較
かく

してみましょう。
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観点 特色 具体例

1 年 p.6　探究の手法の説明

２～７の各段階で，何か気づくことや，
ふり返って考えることがあるはずです。
いつでも「１．気づき」や「８．ふり
返り」を行き来しながら，探究を進め
ていきます。

２～7までが整理できたら，内容をまと
め，レポートや発表でほかの人に知らせ
て，意見をもらいましょう。意見をもら
うと考えが深まります。これが９です。
９のとき，あなたが行った探究活動をよ
く知っているのはあなただけで，ほかの
人は知りません。知らない人でもわかる
ようにていねいにまとめることに気をつ
けます。

９まで終わったら，必ず何か新
しい問題が出ているはずです。
それが「１０．次の気づき」で
す。それをスタートにして，次
の探究を進めましょう。

10 次の気づき?10 次の気づき

探究とは，気づき と ふり返り の 

連続だ！

どのようにしたら仮説が確かめ
られるかを計画します。「数で
表すにはどうするか」「何を変
えればよいか（何を変えてはだ
めか）」「何が変わりそうか」
「どこを観察すればよいか」を
考えて，必要な道具と方法を細
かく具体的に考えます。
検証計画を考えているときに，
仮説を修正することもあります。

特に2年生で気をつける

発見した問題を，観察・実験で検証
できる「課題」の形にします。検証
するのにどのような情報が必要か，
資料などを調べましょう。
  水は何℃で沸

ふっ

とうするか。
  水が沸とうする温度は場所に
よってちがうか（調べる場所が
多すぎる）。
  ヒトは「危ない！」と思ってから，
どのくらいの速さで反応できる
か（実験に危険がある）。

課題を明らかにするために，課題
に関係する原因の見通しをもち，
課題に対する結果を予想します。
「どこを観察すれば，何が見えそ
うか」，「何を変えると，それにと
もなって何が変わりそうか」「結
果はどうなりそうか」など，具体
的に考えていくことがコツです。
仮説を考えているとき，新たな気
づきがあるかもしれません。

特に３年生で気をつける

不思議を発見する気持ちをもって，身のまわりの
ものや現象を観察し，問題を発見しましょう。

特に1年生で気をつける

どのようにしたら仮説が確かめ

4 検証計画?3 仮  説?2 課題設定?

9 伝える

??

どの過程にあっても，気づきがあれば考え直して改善することが大切です。
不思議を発見する気持ちをもって，身のまわりの

1 気づき?

どの過程にあっても，常にふり返りを行って改善することが大切です。

8 ふり返り?

探究レポートをかく
ときは，主として
２～７をまとめます。

探究活動の途
と

中
ちゅう

でも，終わってからでも，自分
がやっていることをふり返ります。

ふり返り

究の進め方究の進め方探

どうやって
理科を学ぶの？

 6 

1 年 p.135　実際の探究ページも同様に構成

見 方

考え方

この
時間の
課題

光源からの光が物体に反射するとき，光の進み方にはど
のような決まりがあるか。光線のモデルで考える。

光源が見えるというこ
とは，光が目に入って
くるということだよね。

タブレットPCを使っているときに，天井の電灯
が画面に反射して気になることがあるよね。
天井を見ると電灯はたくさんあるけど，画面にう
つった電灯はどれなんだろう？

じゃあ光が見えないとい
うことは，目に光が入っ
てこないのかな？

鏡と光線の角度によって，
反射のしかたが変わるん
じゃないかな？

光源と鏡を準備しよう。
光線を正確に記録
するにはどうした
らいいだろう。

鏡に反射する光を紙に
うつせば，光線の進み
方を書きうつすことが
できるんじゃないかな。

光源からの光が物体に反射すると
き，光の進み方にはどのような決
まりがあるか。

光の反射のしかた探 究 1

?
気 づ き

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

図5   タブレット PCに映る電灯

  光はまっすぐに進み，鏡で反射
する
  光の進み方と光線のモデルを
関連づける
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2 年 p.95　探究で重要な「条件制御」についての解説を新設

探究3を調べるために，Aの
実験をして確かめました。
日光に当てた葉でデンプンが
できていたので，デンプンが
できるには日光が必要だとい
うことができます。

Bの実験をして確かめました。
日光を当てた葉とそうでない
葉を比べたので，デンプンが
できるには日光が必要だとい
うことができます。

見 方

考え方

この
時間の
課題

（b）下から見上げたクスノキ（a）ヒマワリを真上から見たようす

（a）は葉が重ならないようになっている。
（b）も，枝や葉がうまく重ならないよう
に広がっているね。

植物の成長に必要な条件
の中に，デンプンをつく
り出すのに必要な条件が
あるかも。

植物の成長に必要な
条件をあげてみよう。

小学校の学習を思い出そ
う。デンプンはどのよう
な条件でできたかな？

必要な条件は「日光」にちがいないよ。
日光が原因でデンプンができたこと
を確かめる実験を計画しよう。

（あなたの計画）

しっかり計画

図7   植物の葉のつきかた

植物と養分
植物がデンプンをつくり出すのに
必要な条件は何か。

  植物がデンプンをつくるとき，
決まった条件がある
 実験の条件を操作する

養分をつくるために必要な条件探 究 3

?
気 づ き

課 題
? 植物がデンプンをつくり出すのに必要な

条件は何か。条件を考えて，それを確か
める実験を計画する。

仮 説
?

計 画
?

小学校の復習も兼
か

ねて次の文章を読み，実験計画を立てる
練習をしましょう。

この探究活動では，仮説
を立て，それをもとに実
験を計画する活動を主に
行います。

生物は有機物（たとえばデンプン）を分解してエネルギーを
取り出している。その養分は，動物ではからだの外から取り
入れられ，植物ではからだの中でつくり出される。

2
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基礎的・基本的な学習内容の定着が
意識され，学力向上の手立てが準備
されているか。
 （基礎・基本，知識・理解，活用）

・ QRコード教材として，「学習のまとめ」と「単元末問題」
が設けられており，家庭学習に用いることができる。

・ QRコード教材には，公共の PCですばやく検索するため
の整理番号が当てられており，個人の端末がなくとも利
用しやすいくふうがされている。

・ 各単元末には「学びを日常にいかしたら」が設けられてい
る。内容は全国学力・学習状況調査を意識した問題であ
り，通常の問題集では類似問題が少ないなかで利用価値
が高い。

QRコード教材
 

学びを日常にいかしたら
　１年 p.126 ～ 127，２年 p.72 ～ 73，
　３年 p.130 ～ 131

など

学
習
内
容
・
程
度

14

2 年 p.107　QRコード教材の復習問題 3年 p.30　QRコード教材の復習問題

1年 p.126　学力学習状況調査の類似問題 2年 p.72　学力学習状況調査の類似問題

観点 特色 具体例

1 年 p.126　学力学習状況調査の類似問題

1-2

Aさん：こんにちは！　B君，遊びに来たよ。
Bさん：ごめん，今，ガスの警報器の取りかえで業者
さんが作業中だから，少し待っててね。

～作業終了後～
Aさん：あれ，ガスの警報器が上にとりつけられてい
るね（図 1）。確かうちでは下についていたような
（図2）。

Bさんのお母さん：うちの場合，都市ガス（メタン）
を使っていて，もしガスがもれたら，部屋の上から
たまりはじめるから警報器は天井近くについている
のよ。

Aさん：うちの警報器が下についているということは，

　Aさんは，親戚の Bさんの家に遊びに行き，次のよう
に話しています。 都市ガスではない，ということかな？

Bさんのお母さん：LPガス（プロパン）ね。LPガス
がもれたら，部屋の下からたまりはじめるから，警
報器は床

ゆか

近くにあるのね。
Aさん：なるほど。使用しているガスの性質のちがい
によって，警報器をとりつける位置を変えているん
だね。

Bさん：そういえば，このあいだ学校で習った上方置
ち

換
かん

法と下方置換法も，気体の性質のちがいによって
使い分けるんだよね。

学 び を 日 常 に い か し た ら

（1） もし都市ガスを集めると考えたときに，適切なのは上
方置換法と下方置換法のどちらですか。また，そのよ
うに考えた理由を，「密度」の語を使って20字以内で
書きましょう。

　　方法

　　理由

　Aさんは，別の警報器があることに気づき，次のように
話しています。

Aさん：あれ？ 天井近くにもう一つ警報器みたいなの
があるよ。

Bさんのお母さん：あれは一酸化炭素用の警報器よ。

Aさん：一酸化炭素中毒というのを聞いたことがある
ね。

Bさんのお母さん：そう，人体にとって，とても危険
な気体なのよ。

Bさん：二酸化炭素と名前が似ているね。何がちがう
の？

図3

図1 

図2
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2 年 p.72　学力学習状況調査の類似問題

2-1 学 び を 日 常 に い か し た ら

Aさん：探究8で酸化銅を還元する実験をしたけれど，
教科書の導入は酸化鉄を還元する高炉の話題だった
ね。なぜ実際に酸化鉄を還元しなかったんだろう？
Bさん：やっぱり気になった？酸化鉄を使って実験し
てみようよ。

　Aさんは金属の製
せい

錬
れん

の歴史に興味をもち，調べました。
次の文は，そのレポートの一部です。

(1 ）　❶について，AさんとBさんは，実験の結果として
（ア）と（イ）を得ました。これらの結果について，２
人はもともとどのような仮説を立てたと考えられますか。
それぞれ20字以内で書きましょう。

（ア）

（イ）

(2 ）　実験結果は，２人の仮説どおりにはいきませんでし
た。（　ウ　）にはどのような内容があてはまりますか。
結果（ア），（イ）から導かれる考察について，根拠がわ
かるように（～したことから，など）書きましょう。

　Aさんと Bさんが実験計画を立てています。

【方法】
①鉄粉を十分に加熱して酸化鉄をつくる。
②酸化鉄1.0gに炭素粉末0.1gをまぜる。
③ 酸化鉄と炭素粉末の混合物を試験管に入れて，ガス
バーナーで強く熱する。
④加熱後の物質と，発生した気体の性質を調べる。
【結果】
（ア） ③の結果，気体がわずかに発生した。この気体は

石灰水を変化させなかった。
（イ） 加熱後の物質をこすっても金属光沢がみられず，

電流を流す性質がなかった。
【考察】

（　ウ　）

　Aさんと Bさんは，先生に相談したのち，酸化鉄を還
元する実験を計画して実施しました。❶次の文は，二人が
行った実験レポートの一部です。

【自然界では多くの金属は単体ではなく化合物の状態
で存在する。そのため，金属を材料として利用するに
は，化合物から単体を取り出す必要がある。科学技術
が発達していなかった古代では，人々は金，銀といっ
た，自然界でもともと単体の状態で存在する金属（図
1）をそのまま加工し，利用していた。】
【次に，銅鉱石から銅を取り出す技術が発見された。
銅鉱石の例として，孔

く

雀
じゃく

石
せき

（マラカイト）があげられ
る（図 2）。孔雀石は，熱分解によって酸化銅が取り
出せる。この酸化銅に木炭を加えて加熱すると，すで

に学習したように，銅の単体を取り出すことができる。
こうして得られた銅に他の金属を混ぜた「青銅」は，
加工しやすく丈夫であったため青銅器が大量につくら
れるようになった。】
【その後，鉄鉱石と木炭から鉄を取り出す技術が発見
されたが，当時の炉では高い温度が出せなかったため，
鉄を取り出す効率は低く，また鉄鉱石を液体にするこ
とができなかった。そのため，鉄器の形や大きさは限
られ，大規模な鉄材をつくることはできなかった。】

図1   自然金 図2   孔雀石

（ア）

（イ）
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生徒の個に応じた工夫がなされてい
るか。
 （家庭学習，自学自習）

・ 探究の結果のページには，「結果」と「考察」がわかりやす
く示されていて，探究の内容を家庭で復習する際に役立
つ。

・ QRコード教材として，「学習のまとめ」と「単元末問題」
が設けられており，家庭学習に用いることができる。

・ QRコード教材には，公共の PCですばやく検索するため
の整理番号が当てられており，個人の端末がなくとも利
用しやすいくふうがされている。

結果・考察

 １年 p.200，２年 p.40，２年 p.178，
　３年 p.92，３年 p.138

など

学
習
内
容
・
程
度

15

1 年 p.200　探究の結果・考察の例 2年 p.178　探究の結果・考察の例

3年 p.92　探究の結果・考察の例 3年 p.138　探究の結果・考察の例

観点 特色 具体例

1 年 p.200　探究の結果・考察の例

火山灰の色と溶
よう
岩
がん
の流

れ方の関係は，ほかの
火山を調べてもあては
まるのかな。

マグマのねばりけ
と鉱物の色も関係
しているんだね。

結果・考察

次の時間は，火山灰にふくまれ
る粒の分類をまとめます。

透
とう

明
めい

で，ガラスが割れたよう
な鉱物。

濃
こ

い緑色で，外形は
だ円形に近い鉱物。

黒色で，六角形が細長く
なったような外形の鉱物。

1mm 1mm

雲
うん

仙
ぜん

普
ふ

賢
げん

岳
だけ

の火山灰 三
み

原
はら

山
やま

の火山灰

• 黒っぽい鉱
こう

物
ぶつ

と白っぽ

い鉱物があった。

• 鉱物には，全体的に丸

いが角張った形，箱の

ような形，針のような

形などがあった。

• 鉱物はどれも角ばって

いた。

• 火山灰によって，ふくまれる鉱物の種類と割合は異なる。

• 白っぽい火山灰には白っぽい鉱物が多くふくまれる。黒っぽい火山灰には黒っ

ぽい鉱物が多くふくまれる。

• ねばりけの大きいマグマからは，白っぽい鉱物が出るのではないか。

• ねばりけの小さいマグマからは，黒っぽい鉱物が出るのではないか。

結 果
?

考 察
?

?
ふり返り

火山灰にふくまれる物質

図8   探究 1の結果例

（a）火山灰に見られる粒
つぶ

（b）鉱物のスケッチ例

この
時間の
まとめ

・ マグマのねばりけが大きい
と白っぽい鉱物が多くふく
まれている。一方，ねばり
けが小さいと黒っぽい鉱物
が多くふくまれている。 200 

2 年 p.178　探究の結果・考察の例

水
の
上
昇
温
度

〔℃〕

時間〔分〕

電力〔W〕
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0
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水
の
上
昇
温
度

〔℃〕

水
の
上
昇
温
度

〔℃〕

時間〔分〕

電力〔W〕
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0
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8

6

4

2

0

0

0

1 2 3 4 5

5

6

10 15 20

水
の
上
昇
温
度

〔℃〕

電圧〔V〕 6.0 電流〔A〕 3.06 電力〔W〕 18.36

時間〔分〕 0 1 2 3 4 5
水の温度〔℃〕 24.8 27.3 29.9 32.6 35.3 37.9
水の上昇温度〔℃〕 0 2.5 5.1 7.8 10.5 13.1

電力〔W〕 4.65 9.27 18.36
水の温度〔℃〕 24.8 24.3 24.8
5分間の上昇温度〔℃〕 2.9 6.5 13.1

・ 図 28 から，電力という条件
を一定にした場合に，上昇温
度は，電流を流した時間に比
例することがわかる。

・ 図 29 から，5 分間の上昇温
度という条件を一定にした場
合，上昇温度は電力に比例す
ることがわかる。

・ すなわち，「水の上昇温度」は，
「電熱線に電流を流した時
間」と「電力」の積に比例す
るといえる。

結果・考察

図28   実験 Aの結果とグラフ -時間と水の上昇温度の関係

図29   実験 Bの結果とグラフ -電力と 5分間の上昇温度の関係

電力と時間の積は，別の単位
でも表せます。

実験Aの結果　2Ωの電熱線に 6.0V の電圧をかけた

実験Bの結果　電力と 5分間の上昇温度

＜実験A＞
電力を一定にして求めた結果か
ら，時間と水の上

じょう

昇
しょう

温度の関係
をグラフにすると，図 28 のよ
うになる。
＜実験B＞
時間を一定にして求めた結果か
ら，電力と水の上昇温度の関係
をグラフにすると，図 29 のよ
うになる。

この
時間の
まとめ

電熱線のはたらきは，電力に
比例し，また，電熱線を使用
した時間にも比例する。

結 果
?

考 察
?

?
ふり返り

４Ωや６Ωの実験用ヒー
ターを使っても同じ関係
になるかやってみよう。

図16   探究 5の結果①

熱量と電力・時間の関係
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3 年 p.92　探究の結果・考察の例

0.05 mm
5分後 10分後

10分後

柱頭

胚
珠

子
房

花粉

精細胞が
卵細胞まで達し
受精がおこる

卵細胞

観察で確認した
花粉から
伸びる管

し
ぼ
う

は
い
し
ゅ

花粉をショ糖水
すい

溶
よう

液
えき

に落とすと，すぐに花粉から管が伸び始めた。
10分後には，花粉の長さの何倍にも管が伸びた。

結果・考察

次の時間は植物の生殖方法を
まとめます。

花粉から管が伸びることを考えると，この管が卵
らん

細
さい

胞
ぼう

まで伸びていくと考えられる。精
せい

細
さい

胞
ぼう

はこの

管の中を通って卵細胞まで移動することができる

のだろう。

結 果
?

考 察
?

図15   探究 2の結果例

?
ふり返り
ポイント

図16   探究 2の考察例

（a）花粉から管が伸
の

びるようす （b）スケッチ例

（あなたのふり返り）

◯調べようとしたことに対して，方法は適切か。
◯ 方法を通じて明らかになったこと（結果）を正確
に記録できているか。
◯ 考察の内容は結果をふまえているか。無理がな
いか。
◯ 課題で設定した問いかけに対して，実験で明ら
かになったか，考察は適切か。
◯ 自分の仮説が正しかったか（正しくなければ次
の探究を計画する）。
◯ レポート全体は，ほかの人がみても読みやすく
まとめられているか。

この
時間の
まとめ

受粉したあと，花粉から管が
伸びて，花粉の精細胞が胚珠
の卵細胞に運ばれる。

被子植物の受精の方法

 92 

3 年 p.138　探究の結果・考察の例

＋の電気を
もった原子

電子

塩化ナトリウム
水溶液

-極に
つないだ電極

＋極に
つないだ電極

次の時間は，物質がもっている電子
についてみていきましょう。

私たちの班のレポート

蒸留水 砂糖水 エタノール
水溶液

電流が
流れたか 流れなかった 流れなかった 流れなかった

そのほかの
変化 変化なし 変化なし 変化なし

・ 水
すい

溶
よう

液
えき

に電流が流れるということは，電子が流
れているのだと思う。
・ 2 年生の静電気の実験で，電子だけが移動する
ことを学習した。これをもとにすると，溶

よう

質
しつ

か
ら電子が出て水の中に広がったという考えはあ
りえる。

・ 電流が流れる水溶液では電極で化学変化が起
こっているようだ。

電流が流れる水溶液
結果・考察

結 果
?

考 察
?

?
ふり返り
ポイント

塩化
ナトリウム
水溶液

塩化銅
水溶液 塩酸

水酸化
ナトリウム
水溶液

電流が
流れたか 流れた 流れた 流れた 流れた

そのほかの
変化 気体が発生 気体が発生 気体が発生 気体が発生

図2   探究１の結果例

図3   探究１の考察例

◯調べようとしたことに対して，方法は適切か。
◯ 方法を通じて明らかになったこと（結果）を正確に記録できているか。
◯ 考察の内容は結果をふまえているか。無理がないか。
◯ 課題で設定した問いかけに対して，実験で明らかになったか，考察は適切か。
◯ 自分の仮説が正しかったか（正しくなければ次の探究を計画する）。
◯ レポート全体は，ほかの人が読みやすくまとめられているか。
◯ ２年生で学んだ原子や電子の考えが応用できているか。

（あなたのふり返り）

この
時間の
まとめ

電流が流れる水溶液には，
電子が関わっている。

蒸留水には電気が流
れないことに気をつ
けましょう。
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学習内容と自己の将来とのつながり
を見通すことができ，社会的・職業
的自立に向けて必要な力を身に付け
るための工夫や配慮があるか。
（日常との関連，キャリア教育）

・ 巻頭折込の働く人を紹介する「ミッションX」では，学習
内容と職業との関連を理解し，科学を学ぶ意義や有用性
を実感できる。これにより生徒の学習意欲を高められる。

ミッションX
 1 年 p.⑥～1，２年 p.⑥～1，
　３年 p.⑥～1
この自由研究がスゴイ！
　１年 p.11，２年 p.9，３年 p.7

学
習
内
容
・
程
度

16

1 年 p.1　職業との関連紹介（ミッションX） 3年 p. ⑦　職業との関連紹介（ミッションX）

1年 p.11　中学生の自由研究紹介 2年 p.9　中学生の自由研究紹介

観点 特色 具体例

1 年 p.11　中学生の自由研究紹介

身のまわりから主体的に課題を見つ
けていきましょう。ほかの中学生は
どんなことを調べてい
るのでしょう？
QRコード先からほか
の自由研究の例を見る
こともできます。

金
こん

平
ぺい

糖
とう

の研究

研究の動機
　旅行先のおみやげ屋さんで金平糖を見つけて，「金平糖には，
なぜトゲがあるのか」と疑問に思ったことがきっかけである。
当初は「こんな疑問なんて調べてしまえば簡単に答えがわかっ
てしまうんだろうな」と思ったが，金平糖のトゲの原因は解明
されていないことが分かった。そんな身近でありながら多くの
なぞを持つ金平糖に好

こう

奇
き

心
しん

を持ったので，研究を始めた。

結論と感想
　「なぜ金平糖にはトゲがあるのか」について最初の予想は，
金平糖にかけて，大きさを大きくする砂糖と水で作った蜜

みつ

の再
結
けっ

晶
しょう

（→ p.95）が原因だと考えたが，金平糖を自ら作り，実
験を重ねていくうちに，再結晶だけでなく，蜜の粘

ねん

性
せい

が金平糖
の成長および，トゲの成長に関わっていることが分かった。自
分で研究を極め，自分の想像力を育む良い機会となった。

数多く興味をもつ中で，どのように
して「金平糖」というテーマにし
ぼっていきましたか？

この自由研究で一番ワクワク
した場面はどこですか？

1番の理由は，まず自分が研究や実
験をしていて楽しいかどうかです。自
分の好きなものを好きなように研究す
ることが“自由”研究のモットーだと
思ったので，まわりの考えや体裁を気
にしないで金平糖を研究しました。

予想と考察です。柔
じゅう

軟
なん

さや想像力を
大事にして取り組みました。数値化
された結果も大事ですが，一見無理
な仮説や考察でも，時には予想もし
ない結果をもたらすと考えています。

教えてセンパイ ～ 今は高校生の著者にインタビュー ～ 

あの自由研究の人は今 ～ 今は社会人の著者にインタビュー ～
現在どのようなお仕事をされ
ていますか？

「何かを科学的に調べ，つきつめ
ていく」という考え方は，今役に
立っていますか？

言語学の研究者として，日本手話
を研究しています。

わたしは文系の学問を専門にしています
が，それでも仮説 -検証という科学の手
法は同じです。言語学の理論から仮説を
見つけ，ろう者の話す手話をビデオに
撮
と

ったものを観察し，書き起こしてデー
タを作り，分析し，仮説を検証します。
こうした調査は，人の思いこみや感情が
入りこみやすいのですが，それを取り除
くのに科学の方法は役立っています。

津
つ

波
なみ

の被
ひ

害
がい

を防ぐ

研究の動機
　北海道南西沖地震をきっかけに始めた研究も 3年次を迎

むか

え，
今回は昨年の課題として残った津波の逆転現象について調べた。
逆転現象とは，津波を障害物で防ぐ時，障害物を近づけるほど
波は次第に低くなるが，逆に近づけすぎると，陸での波は高く
なってしまう現象を言う。予備実験から，この現象は障害物の
位置だけでなく，高さにも関係するらしいことが分かった。
そこで，①岸に到

とう

着
ちゃく

した波の分
ぶん

析
せき

，②逆転現象が起きている時
の波形の分析を調べることにした。

研究の手法・結果・考察
　津波発生装置を作った。
使用法：板を手で押

お

して波板を沈
しず

め，手を離
はな

す。あらかじめ波
板の下に発泡ポリスチレンを波板の形に切り，それをつける。

1 2 1 0 5
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1 年 p.1　職業との関連紹介（ミッションX）

体重よりもはるかに重いバーベルを持ち上げる重量あ
げの世界記録はなんと 400kg 以上。単に力があれば
持ち上げられるものではありません。バーベルを床

ゆか

か
ら頭上に持ち上げるまでの足が床におよぼす力を計測
すると，グラフのように上下にふれて複雑です。各段
階で体をうまくコントロールできるようにトレーニン
グを積み重ねる必要があり，細やかな技術や科学が求
められる競技なのです。 

トレーニング
今まで追い切れなかった選手の速い動きを記録するた
め，カメラをあやつる撮

さつ

影
えい

技術もくふうされています。
下の写真の撮影装置は，天井の四方からクモの網

あみ

のよ
うにワイヤーを張ってカメラを上空に支え，ワイヤー
をコンピュータで自在にコントロールすることでカメ
ラを動かします。カメラは，広い競技場の上空を自由
自在に素早く移動し，臨場感ある映像を撮影すること
ができます。

映像技術

スポーツ大会は多くの人たちの仕事によって
成り立っています。なぜ私たちが楽しめてい
るのか，どんな仕事のおかげなのか，あなた
が調べて考えてみましょう！

理科のトリセツ

体重

体重＋
バーベル

かかる
重さ  小

かかる
重さ  大

時間

義足で走ったり，車いすに乗ったまま激
はげ

しいスポーツ
をする障害者アスリート。障害をものともしない姿は，
人々を感動させます。
競技用義肢の開発者は，どうすれば義肢を装着してす
ばやく運動できるかの研究にも取り組んでいます。

義
ぎ

肢
し

の開発

 1 

2 年 p.9　中学生の自由研究紹介

科学部のモットーが「手軽で身
近」でしたので，特別な道具を使
わず，私たちができるようなテー
マでしぼっていきました。

部員の意見や案をまとめて，真
しん

偽
ぎ

や裏づけをするところでした。納
得のいく状態にいたるまでに数え
きれない案が浮

う

かび，何度も失敗
をして行きづまったこともありま
すが，成功への道のりだと思って
毎日実験をくり返しました。結論
が出たときは，なんだ！こんな簡
単なことだったのか！と，とても
おどろきました。

大根の辛
か ら

さの不思議にせまる

研究の動機
　テレビ番組で「大根を早くおろすと辛く，ゆっくりおろすと
あまり辛くない」という豆知識を紹介していた。試してみると，
本当に味が違

ちが

う。科学部のみんなも興味をもったので，大根お
ろしのなぞを研究することにした。

研究のまとめ
　大根おろしは，① 細

さい

胞
ぼう

（→ p.80）を効率よく壊
こわ

すことで辛
くなる。② 辛味成分を含む水分が多くなることで，辛さが強
くなる。大根を「早くおろしたとき」と「ゆっくりおろしたと
き」の辛さの違いは，② によって起きている。

数多く興味をもつ中で，どのように
テーマをしぼっていきましたか？

この自由研究で一番ワクワク
した場面はどこですか？

教えてセンパイ ～ 今は大学生の著者にインタビュー ～

現在どのようなお仕事をされ
ていますか？

「何かを科学的に調べ，つきつめ
ていく」という考え方は，今役に
立っていますか？

自動車部品メーカーで内装部品の
設計を行っています。

論理的に調べ，表現する力は技術者に
欠かせません。
設計する人はただ図面がかければいい
わけではありません。線一本一本に意
味があります。それを理解し，設計の
内容や意図を正確に製造する人に伝え
る必要があります。論理立った説明で
こそ，相手に正確に伝わります。技術
者だけでなく，広い職業分野で役に立
つはずです。

冷めるとき味がしみこむのはなぜか？

はじめに
　母が昼食を出してくれた。献立は昨夜の夕飯の残りのおで
ん。母は「何でも，一晩たって冷ました方がおいしいのよ」と
いう。食べてみると，味が十二分にしみこんでいて本当におい
しい。「理由は分からないけど，温めているときよりも，冷ま
しているときの方がずっと味がしみこみやすいと，おばあちゃ
んが言っていた」という。しかし，どうしてグツグツ煮

に

ている
ときよりも，冷ましているときの方が味がしみこみやすいのか。
研究することにした。

研究を始める前に
〈予備実験：本当に冷めるときに味がしみこみやすいのか〉
ダイコン，ニンジン，コンニャク，豆

とう

腐
ふ

の 4 種類の食材を，
食塩，砂糖，しょう油の 3つの調味料で味つけしてゆで，食
べ比べた。

あの自由研究の人は今 ～ 今は社会人の著者にインタビュー ～

身のまわりから主体的に課題を見つ
けていきましょう。ほかの中学生は
どんなことを調べてい
るのでしょう？
QRコード先からほか
の自由研究の例を見る
こともできます。 1 2 2 0 8
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3 年 p. ⑦　職業との関連紹介（ミッションX）
観測装置

防波堤

基地局

堤防

海上防災基地

津波避難タワー 津波避難ビル

水門自動化

盛り土による
道路

避難路
避難場所

地震津波観測網
地上局

地震津波観測網

堤防堤防
てい     ぼう

防波堤防波堤
ぼう　　は　　てい

かん      そく       もう

予測する シミュレーションで再現する

　プレートの運動によって土地が水平方向に動いたり上
じょう

昇
しょう

・沈
ちん

降
こう

していないか，GPS
や精密な土地の測量によって調べられています。これらの測量データをもとに，プレー
ト境界の状態をスーパーコンピュータの中で再現し（シミュレーション），プレート
境界がどのようにすべって地震を起こすかが予測されています。このシミュレーショ
ンから，東北地方太平洋沖地震の震

しん

源
げん

となったプレート境界面の領域がはっきり推定
されました。また，南海トラフでも巨

きょ

大
だい

地震の原因となるプレート境界部分が推定さ
れました。このことは，海

かい

溝
こう

型
がた

地震のこれまでの想定を見直す材料となっています。

命を守る避難経路を見直す
～どうすれば被害を最小限にできるか～

津波避難ビル（高知県黒
くろ

潮
しお

町）

いっぱんの丈夫なビルが津波避難

ビルに指定されている例も多い。

自然災害から身を守れ！
ミッションX

～あれから１０年，私たちは何を準備してきたか～
2011 年 3月 11 日，東北地方太

たい

平
へい

洋
よう

沖
おき

地
じ

震
しん

によるゆれや津
つ

波
なみ

によって，
多くの人命や財産が失われました。日本では，これから先も大きな地震や
津波が起こると予想されています。それに備えて，私たちはどう考え，何
をすればいいのでしょうか。防災・減災に向けた取り組みを紹

しょう

介
かい

します。
シミュレーションを行うスーパーコンピュータ シミュレーションでえがき出された南海トラフ

のプレート境界（青色部分）

調べる 海底で起こること
を正しく知る

　将来起こる災害に備えるには，災害の原因となる
自然のしくみを調べることが大切です。
　東北地方太平洋沖地震は，深海底で起こりました。
水深数千mの深海底に地震計を設置しての観測は，
データを得るために地震計を回収する手間があり，こ
れまでリアルタイムで行えませんでした。近年，ケー
ブルで結ばれた海底地震計を設置する取り組みが進
められています。観測データはケーブル送信で集め
られ，震源となった断層の広がりや運動のようす，地
下の岩石の性質が分

ぶん

析
せき

されます。
　また，リアルタイムでの観測なので，海底の震源
からのゆれが陸に到

とう

達
たつ

する前に，緊
きん

急
きゅう

地震速報をい
ち早く出すことができます。

ケーブル付き海底地震計の

観測システムの広がり

（東北地方太平洋沖）

備える
　災害が起こってしまったと
き，大切なのは人の命が失われ
る被

ひ

害
がい

を最小限にとどめること
です。一人ひとりが命を守るた
めに必要な避

ひ

難
なん

所
じょ

や避難経路
は，地震・津波の規模の新たな
予測や，防災設備の実態に応じ
て見直されています。
　また，被害の地域的広がりを
予想した地震・津波などのハ
ザードマップも見直され，これ
らに基づいて避難訓練が行われ
て，災害時に実際に正しい行動
ができるよう備えています。

津波避難タワー

理科を役立てよう！力を合わせよう！

そして  解決しよう！

なぜ
理科を学ぶの？

房総沖

茨城・福島沖

海溝軸外側

宮城・岩手沖

三陸沖北部

釧路・青森沖

海底地震計を設置する直前の最終確認

⑥ ⑦



観点 特色 具体例

学
習
内
容
・
程
度

科学を学ぶ意義や有用性を実感し，
関心を高められるよう，日常生活や
社会との関連が図られ，持続可能な
開発目標（SDGs）を意識するための
工夫や配慮があるか。
 （日常との関連，持続可能な開発目
標，防災・減災教育）

・ 本文中には，適宜，学習内容と日常との関連を示す資料
が設けられている。

・ 巻頭折込には，働く人を紹介する「ミッションX」があり，
学習内容と職業や日常生活との関連がわかり，科学を学
ぶ意義や有用性を実感でき，生徒の学習意欲を高められ
る。

・ １年生や２年生では，自然災害をテーマに生徒が自ら調
べる学習が準備されている。また，３年生の「ミッション
X」では，特に防災・減災をテーマにした紙面が設けられ
ており，防災・減災の面でも科学を学ぶ意義や有用性を
実感できる。

・ 各巻で持続可能な開発目標（SDGs）が取り上げられ，環
境保全の態度を育むようにしている。

ミッションX
 1 年 p.⑥～1，２年 p.⑥～1，
　３年 p.⑥～1
理科のトリセツ

 １年 p.⑤，２年 p.④
本文
　３年 p.257
探究
　１年 p.251，２年 p.270
資料
　１年 p.105，１年 p.145，１年 p.213，
　２年 p.126，３年 p.31，３年 p.146

など
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1 年 p.251　自然の恵みと災害を自ら調べる活動 1年 p.105　日常生活とのつながり

1年 p. ④　理科の意義を説明するページ 2年p.④　2年生でのSDGsの紹介（各学年にあり）

1年 p.105　日常生活とのつながり

Can-Do List 自己チェック☑- 何ができるようになったか -

サイエンスカフェ

危険
「塩素系」と書かれた漂

ひょう

白
はく

剤
ざい

や洗
せん

浄
じょう

剤
ざい

，「酸性タイプ」と
書かれた洗浄剤がある。これらの「塩素系」と「酸性タ
イプ」の洗浄剤などを混ぜ合わせると，有毒な塩素が発
生して危険なため，絶対にいっしょに使ってはいけない。

塩素系の洗浄剤 酸性タイプの洗浄剤

水溶液や気体の性質を粒子のモデ
ルで考えることができるようにな
りましたね。章のはじめのCan-
Do List（p.84）にもどって，
身についた力をチェックしてみま
しょう。
次の章では，物質の状態変化を粒
子のモデルでみていきましょう。

資料

意外と身近にある有毒な気体

塩化水素　…　無色で刺
し

激
げき

臭
しゅう

があり，水に非常に溶けや
すい。塩化水素を水に溶かすと塩酸ができる。

　アンモニア，塩素などは有毒な気体で，取りあ
つかいには注意が必要です。私たちの身のまわり
には，ほかにも次のような有毒な気体があります。

立
たて

山
やま

地
じ

獄
ごく

谷
だに

で火山ガス情報を提供する施
し

設
せつ

（富山県立山町）

石油ストーブ，ガスストーブ，ファ
ンヒーターなどは，燃料（有機物）
を燃やすときに部屋の酸素を消費
する。部屋の酸素が不足すると，
一酸化炭素が発生するため，換

かん

気
き

が必要である。

図B  

図A  

Can-Do List
できるようになりたい目標

一酸化炭素　…　酸素が十分にない状態で有機物が燃え
たときに発生する。色もにおいもないため，発生して
も気づきにくく，多量に吸いこむと一酸化炭素中毒に
なる。水にはほとんど溶けない。

二酸化窒
ちっ

素
そ

　…　赤
せき

褐
かっ

色
しょく

で刺激臭があり，水に溶けやす
い。自動車の排

はい

気
き

ガスなどにふくまれ，大気汚
お

染
せん

の原
因となる代表的な物質である。

硫
りゅう

化
か

水
すい

素
そ

　…　無色で卵のくさったようなにおいがあり，
水に溶けやすい。火山ガス（→p.193）にふくまれる。

この章でどのような学習をしてき
たのか，授業のプリントや教科書
などをふり返り，自分でまとめて
みましょう。
QRコード先で，
この章のまと
めや基礎問題
を確認するこ
ともできます。 1 2 1 2 0
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2年p.④　2年生でのSDGsの紹介（各学年にあり）

解決するために必要な力

行動する力

考える力

知識

話し合いで対立を解決する力，
人々から信

しん

頼
らい

される力，
積極的に目標に向かう力
など

言葉や数を使う力など

論理的に考え判断する力，
想像力，改善する力
など

理科でできるようになること

一人ひとりがよりよく生きるために，理科はもちろん
必要です。ただ，そもそも私たちの社会をよくしてい
かないと，一人ひとりがよりよく生きることは困難です。
世界にはさまざまな課題があり，それらの解決に私た
ちが取り組むとき，理科の知識や考え方が役立つのです。

１年生で，理科は生活や仕事などに必
要であるとわかりました（QRコード先）。
世界がかかえている課題についても解
決の助けになるということでしたが，
くわしくはどういうことですか？

人間には，「自分たちのまわりの世界（たとえば自然）を知りたい」
「身のまわりで起こるできごとの原因を知りたい」という根

こん

源
げん

的
てき

な
欲求があります。そのため，大昔から自然を調べようと努力した人

たちがいて，その積み重ねが今の理科をつくっています。また，そうして明らかになった知識や考え
方は，私たちの文化にもなっています。
現在も自然を深く知りたいという人たちがたくさんいて，さまざまな研究が行われています。もしか
したら，あなたは将来それに関わるかもしれませんね。

自然を知りたいという欲求の例は，「物質のおおもと」をつきとめることです。
昔，物質のおおもとは，「火・土・水・空気」という「４つの要素」だと考えら
れてたこともあります。しかし今では「４つの要素」は実際には存在せず，物
質は「原子」という粒

りゅう

子
し

（→p.22）でできていることがわかっています。

たとえば SDGs
のいくつかの課
題は，理科が大
きく関わってい
そうですね。

こうした力は，社会の課
題を解決するときだけで
はなく，一人ひとりの生
活にも大事ですね。

さまざまな教科で身につける力がある。
そのうちの理科では…

● 自然の現象を，科学的な見方・考え方で理解できるようになる。
● 科学的に探究するための見方・考え方や方法が身につく。
● 自然の現象を科学的に調べようとする態度が身につく。

過去に活
か つ

躍
や く

した偉
い

人
じ ん

たち

大昔から，物質の変化を調べ
る実験は行われていた。

アボガドロ
（1776 ～1856 年）

ドルトンが原子の考えを発
表した少しあと，アボガド
ロは，水素や酸素などでは
同じ種類の原子が結びつい
た「分子」が最小の単位と
なっているという考えを発
表した。

ドルトン
（1766 ～1844 年）

ドルトンは，物質どうし
の変化を調べていく中で，
1803 年に「原子」という
考えを発表した。また，さ
まざまな物質があるのは，
原子の組み合わせが異なる
からだと考えた。

メンデレーエフ
（1834 ～1907 年）

いろいろな原子の質量が明
らかになってきた 19 世紀
に，原子を質量の小さい順
に並べると，原子の性質が
周期的に変化することを発
見し，現在の「周期表」の
もとを考案した。

原子よりもさらに小さい粒子の性質を調べた研究者たちの例
（ノーベル賞受賞者）

科学的に研究する

理科って，世界で困っている人たちや自分の役に立
つから勉強するんですか？
何かを深く調べる研究にも興味があるんですけど…

理科のトリセツ

原子を観察したり，原子を
動かしたりする機器（→p.
14）を開発する技術者

梶
かじ

田
た

隆
たか

章
あき

博士益
ます

川
かわ

敏
とし

英
ひで

博士小
こ

林
ばやし

誠
まこと

博
はく

士
し

薬品などの開発に役立てるた
め，分子の結びつきをコン
ピューター上で再現する技術
を開発する研究者

国際会議で決められた

目標（SDGs） 水を供給するしくみ，
電力を供給するしくみ
など，私たちにはさま
ざまな課題がある。

現代社会で活躍中の人たち

「試験」のためじゃない。

知って，使って，役立てる
ために学ぶんだ！

1 2 2 0 2

1 2 2 0 3

なぜ
理科を学ぶの？

④ ⑤

1 年 p.251　自然の恵みと災害を自ら調べる活動

Can-Do List 自己チェック☑- 何ができるようになったか -

Can-Do List
できるようになりたい目標

?
課 題

図書館やインターネットを利用し
て情報を整理し，自分たちの考察
も加えてまとめてみましょう。

2011年の東日本大震
しん

災
さい

では，ものすごく大
きな被害がでたらしい
よ。親が大変だったと
言っていた。

友達のすんでいる地域
には，災害のときの避
難地図があるらしいよ。
どのようなことが書い
てあるのかな？

地震や火山などの現象は，
恵みをもたらすこともあ
るんだね。大地の活動が
産業に役立っている例が
あるのかな。

問 題 発 見

この単元の学習や地域の災害の話な
どから，問題を見つけて調べてみま
しょう。

大地の変動に関わる恵
め ぐ

みや災害探 究 6

?
気 づ き

この
時間の
まとめ

大地の変動は，火山噴火，地震や
津波など自然災害をもたらす一方
で，私たちへの恵みになっている
こともある。

大地をつくる岩石や大地の活動，
私たちの生活との関連を考えられ
るようになりましたね。章のはじ
め の Can-Do List（p.230）
にもどって，身についた力を
チェックしてみましょう。
２年生では，地球をつつむ空気の
性質を考えていきましょう。

この探究活動では，自分
たちで調べて，レポート
にまとめるところまで
やってみましょう。

大地の変動に関わるどのような恵みや災害が
あるか。また，災害に対しては，どのような
防災・減災対策が立てられているか。

この章でどのような学習をしてき
たのか，授業のプリントや教科書
などをふり返り，自分でまとめて
みましょう。
QRコード先で，
この章のまと
めや基礎問題
を確認するこ
ともできます。 1 2 1 3 5
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1 年 p. ④　理科の意義を説明するページ

探究の方法の例

仕事を例にとっても，
理科は深く関わって
います。

理科を勉強して，将来
役に立つんですか？

医師・看護師・薬
やく

剤
ざい

師
し

など

でも，日常生活までは
関係ないですよね？

※ 2015 年 9月の国連サミットで，加盟国 193 カ国が，2016 年～ 2030 年に解決すべき課題を決めた。

現代の社会では，必ず生活のどこかで理科の知識や考え方を使っ
ています。たとえば，さまざまな仕事で理科は役立っています。

日常には，正確な理科の知識にもとづいていない情報，まぎらわしい
情報があふれています。それらにまどわされないためにも，理科は役
立ちます。

疑問をもったり問題を感じたりしたときに，それを解決するための
計画を立て，解決していかなければならないことは，だれにでも，
いつでもあります。その方法を学ぶのが理科です。

世界にはさまざまな課題があり，次のような「世界を変えるた
めの 17の目標（SDGs）」が国際会議で決められました※。こ
のような目標を達成するために，さまざまな「知識」「考え方」
「態度」が必要で，その大切な部分を理科で学んでいきます。

こんな場面で，あなた
はどのように考え，ど
う判断しますか？

プログラマー・システムエンジニアなど

２年生の「なぜ理科を
学ぶの？」はQRコー
ド先から確認できます。

プログラムを設計するとき，目的に対応した効
率のよい方法，うまくいかないときの改善方法
などを常に考えます。それらの方法（探究の方
法）を学ぶのも理科です。

これからの理科で，「物質の性質」「ヒトのから
だのつくりとはたらき」などを学びます。医療
に関わりたいと思っている人には必

ひっ

須
す

の知識で
す。

医師・看護師・

医
い

療
りょう IT エンジニア

?? ? ? ? ?
課題設定 仮説 計画 観察・実験 結果 考察 ふり返り

?
気づき

いつもやってますよね。それって理科でいう「探究」なんです。

● この人と話してみたいな  課題  
● この人って多分こうなんじゃないかな 仮説

● だったらこうやって話しかけてみよう 計画  
● 実際に話してみる 実験

● ちょっとちがったみたい ふり返り  
● だったらこうしてみようかな 仮説修正・次の計画

「試験」のためじゃない。

知って，使って，役立てる
ために学ぶんだ！

仕事に役立てる

正しく知る

探究する

世界的な課題を
解決する

理科としての正確な知識を根
こん

拠
きょ

として判断することは，あなた
の人生にとって大切です。常に
理科を学び続けて，このような
情報を判断できるようになって
ください。
その基

き

礎
そ

が１年生の理科から始
まります。

血液型性格診
しん

断
だん

って，
けっこう当たるよね。

私と相性がよい人とか
わかるかな？

ほんとなの？人のいろいろな性格
が，数種類の血液型でなかま分け
できるって変じゃない？

昨日の地
じ

震
しん

大きかったよね。
３週間後にもっと大きな地
震がくるって。このサイト
に書いてあるよ。

え～？そんなことをあら
かじめ知る方法なんて，
ほんとにあるの？

理科のトリセツ

この教科書を使って，
「何かを調べて，そ
の結果をもとに考え，
さらに次に発展させ
る」ことを身につけ
ていきましょう。

理科って自分の仕事や
生活に関係するだけな
んですか？
もっとたくさんの人に
役立っていますよね？

理科の学習と，このよ
うな社会との関連もこ
れから意識していきま
しょう。２年生と３年
生でも説明します。

理科の知識や考え方で
すか…
大人になるまでに身に
つければいいですよね。
今はあまり関係なさそ
うです。

1 2 1 0 2

なぜ
理科を学ぶの？

④ ⑤



「発展的な学習」は，適切な構成・内
容になっているか。 （発展）

・ 発展的な学習内容については，「発展」と表示されて本文
と明確に区別されている。

・ 生徒の興味・関心を高めたり，学習内容の理解をさらに
深める内容が，関連する箇所に設けられており，生徒の
実情に合わせて取りあげられるように配慮されている。

発展
　1年 p.41，２年 p.215，３年 p.108，
　３年 p.151，３年 p.181

など

学
習
内
容
・
程
度

18

1 年 p.41　図鑑で自然と目にする学名の説明のための発展 2年 p.215　日常とつながりの深い電力網を説明する発展

3年 p.151　化学変化の理解を深めるための発展 3年 p.181　化学電池の理解を深めるための発展

観点 特色 具体例

1 年 p.41　図鑑で自然と目にする学名の説明のための発展

胚
はい

珠
しゅ

が子
し

房
ぼう

の中にある

花弁は 1枚1枚
離
はな

れている
花弁はつながっ
ている

双子葉類

離弁花類 合弁花類

単子葉類

被子植物

・子葉は 2枚
・葉脈は網状脈
・根は主根・側根

・子葉は 1枚
・葉脈は平行脈
・根はひげ根

　子葉が 2枚であるなかまを双
そう

子
し

葉
よう

類
るい

と

いう。いっぱん的に双子葉類の葉脈は網状

脈であり，根は主根と側根の区別がある。

一方，子葉が 1枚であるなかまを単
たん

子
し

葉
よう

類
るい

という。いっぱんに単子葉類は，葉脈

が平行脈であり，根はひげ根でできている。

　双子葉類の中でも，アブラナやサクラの

ように離
り

弁
べん

花
か

をもつなかまを離弁花類と

いい，ツツジやアサガオのように合
ごう

弁
べん

花
か

をもつなかまを合弁花類という。このよ

うに区分していくと，被子植物は図 9の

ように分類できる。

　また，植物は生える環
かん

境
きょう

によって，す

がたが大きく変わることがある。しかし，

花の特
とく

徴
ちょう

や葉脈などの特徴を手がかりに

すれば，分類したり種類を決めたりできる。

私たちがよく知っている植物のなかには，被
子植物とは異なる花をもつ種類もあります。
次の時間からみていきましょう。

図9   被子植物の分類

図鑑で植物を調べると，２つ
の名前がかいてあります。
たとえばセイヨウタンポポは，
セイヨウタンポポ
（Taraxacum offi cinale）
とあります。

カッコにあるアルファ
ベットの名前はなんで
すか？

それは「学名」といいます。
学名は，国際的な約束にもと
づいてつけられた生物の名前
で，世界で共通して使われて
います。学名は２語からなり，
多くの図鑑では斜体で示され
ています。

発展

この
時間の
まとめ

・ 被子植物は，双子葉類と単
子葉類に分類することがで
きる。

・ 双子葉類は離弁花類と合
弁花類に分類することが
できる。

●  被
ひ

子
し

植物の分類

セイヨウタンポポは，
日本語でつけた名前で
「和名」といいます。

図10   和名と学名
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2 年 p.215　日常とつながりの深い電力網を説明する発展

2-3

50万Vの送電線
15.4～27.5万Vの送電線
直流のつながり
主な変電所など
周波数を変換する施設
交流と直流を変換する施設

60Hz 50Hz

全国の主な送電線のつながり

交流・直流を変換する
施設でつながってい
る

東日本の50Hzと西日
本の60Hzの交流は３
つの施設でつながって
いる

本州と九州は送電線
でつながっている

送電線で
つながっている

交流・直流を変換する
施設でつながっている

つ な げ て 深 め る

この単元で学習した内容と，次のことがらをつなげて発想を広げましょう。

私たちの班は，災害のときに電気をほか
の地域から送ってもらうしくみに興味を
もちました。

日本は，地方ごとに 10の電力会社があり
ます。それぞれの間で送電線がつながってい
ると聞き，調べてみました。

 学び，再発見

＋仕事とつなげる

＋これまでの学習内容とつなげる

＋家庭生活とつなげる

＋興味のあることとつなげる

＋学校生活とつなげる

＋ほかの人の意見とつなげる

● 多くの発電所を送電線でつなげる
と，それぞれ発電する交流の周期
がずれないように合わせる必要が
あり，ふだんは地方ごとに電力会
社が管理している。
● 災害時など電力が不足したとき
に，ほかの地域の電力会社から電
気を送ってもらうため，全国の送
電線はつながっている。
● 西日本の交流は 60Hz，東日本は
50Hz である。明治時代，日本に
電気が導入されたときに，異なる
国から発電機を導入したためであ
る。電気をやりとりするときには，
周波数を変

へん

換
かん

する施
し

設
せつ

で変換して
いる。

● 北海道と本州，本州と四国は，交
流ではなく直流に変換して送られ，
ふたたび交流にもどされている。
長い距

きょ

離
り

では，交流よりも直流の
ほうが利点が多いそうだ。

発展

学習の中で，もっと知り
たいと思ったことを深め
ていきましょう。

何ができると「深い学び」
が実現するのか，p.4-5
で確認しておきましょう。
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3 年 p.151　化学変化の理解を深めるための発展
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陽子の数1７
（＋17）

電子の数17
（-17）

塩素原子Cl
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本当は
電子をもう１個
もつと安定する
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-

塩素分子Cl2 おたがいに
電子を１個ずつ出し合って
おたがいが安定する

この塩素原子からみると
電子の数18

-

-
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陽子の数11
（＋11）

陽子の数1７
（＋17）

電子の数11
（-11）

電子の数10
（-10）

電子の数17
（-17）

電子の数18
（-18）

＋

＋
＋

＋＋ ＋

＋
＋

＋＋

＋
＋

＋
＋

＋
＋

＋ ＋
＋

＋
＋

＋
＋

＋

ナトリウム原子 Na
ナトリウムイオン Na＋

（陽イオン）

塩素原子 Cl
塩化物イオン Cl-

（陰イオン）

電子

電子殻

電子

発展

　塩化銅水溶液の電気分解（p.149）で，水溶液中のCl−が陽極でCl2になるとき，電子の性質が関わっている。

高校

● Cl2 分子のできかた
　塩化銅水溶液を電気分解すると，水溶液中の
Cl−は陽極で電子を１個放出して，塩素原子Cl
になる。
　塩素原子は，最も外側の電子殻に７個の電子
をもち，電子が８個のときに安定する。このよう
な状態の塩素原子が２個あったとき，２個の塩素
原子が１つずつ電子を共有して，安定した１個の
塩素分子Cl2になる。

　つまり，塩化銅水溶液の電気分解のとき，陽極
で塩化物イオンが塩素原子の状態になると，その
ままでは安定ではなく，塩素原子２個が結びつい
てしまったほうが安定するのである。
　このように，原子どうしが結合するとき，いく
つかの原子が電子を共有し，安定することがある。
こうして原子が結びついたまとまりが分子である。

塩化銅水溶液の電気分解のとき，陽極でなぜ Cl2 が発生するか

●電子殻
　原子を構成している電子は，
原子核

かく

を中心とするいくつか
の層に分かれて存在してい
る。この層を「電子殻

かく

」といい，
各電子殻に入ることができる
電子の数は決まっている。
　ナトリウム原子Naの最も外
側の電子殻には電子が1個しか
ないので，この電子を放出して
Na+になりやすい。また，塩
素原子 Clの最も外側の電子殻
には電子が 7 個あるが，ここ
には電子は 8 個まで入れるの
で，電子を 1個受け取って Cl−

になりやすい。
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3 年 p.181　化学電池の理解を深めるための発展

発展

2+Cu

2+
Zn 2-SO4

2-
SO4

硫酸銅水溶液
（-の電気をおびる）

銅板

硫酸亜鉛水溶液
（＋の電気をおびる）

亜鉛板
セロファン

−
Cl

−
Cl

−
Cl

−
Cl

Cl Cl

Cl

Cl

2+
Cu

Cu

2+
Cu

2+
Cu

−

−

−

−−

−

−−

Cu

2+
Cu

2+
Cu

2+ −

−

−

−−

−

−

−

Cu

−

2+
Zn

−

2+
Zn

2+
Zn

2+
Zn

陽極陰極

塩化銅水溶液

電源装置
＋－

塩素分子

銅イオン

塩化物イオン

硫酸銅水溶液

電子

硫酸亜鉛水溶液

電気分解のしくみ電池（ダニエル電池）のしくみ

塩化銅を水に溶かすと次のように電離する。
　　CuCl2　→　Cu2+　+　2Cl−

この水溶液に電極を入れて電流を流したと
き，-の電気をもった電子が電源装置の-極
から流れ出し，+極に流れこむ。

CuCu

2+
CuCu

2+
CuCu

2+ −

−−

−

CuCu

−

2+
ZnZn

−

2+
ZnZn

2+
ZnZn

2+
ZnZn

＋

水溶液・金属板の組み合わせが，
全体として電池である。

電源装置（電池にたとえられる）
に金属板をつないでいる。

＋極-極 すい  よう  えきりゅうさん あ  えん

銅板亜鉛板

金属板

サイエンスカフェ

高校

 セロファンには硫酸亜鉛水溶液と硫
酸銅水溶液をわけるはたらきがあ
る。
❶ 反応が進むと，硫酸亜鉛水溶液に
は亜鉛イオン（Zn2+）が増え，し
だいに＋の電気をおびていく。硫
酸銅水溶液には銅イオン（Cu2+）
が減ってしだいに-の電気をおび
ていく。

❷ 硫酸亜鉛水溶液中の Zn2+は，-の
電気をおびた硫酸銅水溶液に引き
つけられ，セロファンを通って硫
酸銅水溶液中に広がっていくこと
ができる。

電池では，電子が引かれる方が「＋極」，電子が
流れ出る方が「－極」です。
電気分解では，電池の＋極に接続した金属板が
「陽極」，－極に接続した金属板が「陰

いん

極
きょく

」です。

電池のしくみと電気分解はどこがちがうか

ダニエル電池に使うセロファンのはたらき

この単元に関わる
そのほかの読み物
は QR コード先
から。

電子の流れ，電極での電子のやり
取りのちがいに注目しましょう。

❸ 硫酸銅水溶液中の SO4
−は，＋の電

気をおびた硫酸亜鉛水溶液に引きつ
けられ，セロファンを通って硫酸亜
鉛水溶液中に広がっていくことがで
きる。

❹ 硫酸銅水溶液中の Cu2+は，＋の電
気をおびた硫酸亜鉛水溶液に反発
し，硫酸亜鉛水溶液中に広がってい
きにくい。

❺ 硫酸亜鉛水溶液中の SO4
−は，-の

電気をおびた硫酸銅水溶液に反発
し，硫酸銅水溶液中に広がっていき
にくい。

資料

1 2 3 3 1
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ICT活用能力や情報リテラシー，情
報モラルの育成を図るために適切な
工夫や配慮があるか。
 （ICTの活用）

・ QRコード教材として，多様なプログラミング教材が準備
されており，教科書紙面でもフローチャートなどが紹介
されている。

・ インターネットを利用するときの注意や，記述を引用す
るときの注意について取りあげられている。

プログラミング教材

本文
　1年 p.61 下

学
習
内
容
・
程
度

19

QRコード教材　プログラムの解説 1年 p.61 下　ウェブページを調べる際の注意

観点 特色 具体例

1-1
つ な げ て 深 め る

この単元で学習した内容と，次のことがらをつなげて発想を広げましょう。

私たちの班は，地域の貴重な生物にはどの
ような種類がいるか，天

てん

然
ねん

記
き

念
ねん

物
ぶつ

を図書館
やインターネットで調べました。

種類を調べながら，特
とく

徴
ちょう

についても調べ
ていくことができ，いろいろな生物がい
ることがわかってきました。

 学び，再発見

インターネットでウェブページなどを調べるときの注意点
・誤った情報も混じっているので，それを意識しておき，必ず複数のページや方法で調べる。
・情報をレポートなどに使うときは，ウェブページのURLなどを「引用もと」として書いておく（→ p.9）。
・パスワードの登録などを求められても入力しない。
・広告や警告などをむやみにクリックしない。

＋仕事とつなげる

＋これまでの学習内容とつなげる

＋家庭生活とつなげる

＋興味のあることとつなげる

＋学校生活とつなげる

＋ほかの人の意見とつなげる

学習の中で，もっと知り
たいと思ったことを深め
ていきましょう。

あなたはこの単元を終え
て，どのような疑問をも
ちましたか？
疑問を文章にして書き出
してみましょう。そして，
そこから探究の「課題」
をつくってみましょう。

アカウミガメ
（徳島県美

みなみ

波町「大
おおはま

浜海岸のウミ
ガメおよびその産卵地」）

ヤンバルクイナ
（沖縄県）

ニホンザル
（青森県むつ市，佐

さ

井
い

村「下
しもきた

北半島
のサルおよびサル生息北限地」）

ナシ
（新潟県新潟市「月

つきがた

潟の類
るいさん

産ナシ」）
ユノミネシダ
（和歌山県田

たなべ

辺市「ユノミネシダ
自生地」）

ヒカリゴケ
（長野県佐

さ く

久市「岩
いわ

村
むら

田
だ

ヒカリゴケ
産地」）
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他教科，特別活動及び総合的な学習
の時間との関連が必要に応じて配慮
されているか。 （他教科との関連，特別活動）

・ 他教科との関連を示すためのマークが，たとえば「つなが
り・数学」などとして示されている。

・ 課外学習をうながす手立てとして，野外で観察するため
の場所，施設の紹介などの資料が掲載されている。

つながり
　１年 p.24 右下，１年 p.49 下，
　２年 p.171 側注

など

学
習
内
容
・
程
度

20

1 年 p.24 右下　国語とのつながり 1年 p.49 下　技術とのつながり

2年 p.171 側注　数学とのつながり

観点 特色 具体例

1 年 p.24 右下　国語とのつながり

基本操作

葉は矢印のような
形がつながって
いるみたいに
ギザギザしていた

小さな花がいっぱい
集まっていた

先が丸く
なっていた

めしべ

おしべ

花弁
細かいすじ
があった

１つの花

毛みたい
だった

そり返っていた

全体のすがた

　観察日　○年○月◯日（午前10時） 天気（晴れ） 気温（○℃）　1年1組　深沢陽子

花の観察レポート 観察のテーマ，観察日，天気，気温，学年・組・名前を書きます。

生えている場所がどん
なところか具体的に書
きます。

 ・  見つけた場所：校舎の表側で，日当たりのよいとこ
ろにたくさん生えていた。土はかわいていた。

 ・  大きさ：草の高さは15cmくらいで，花の集まりの直径は
約3cmだった。

結果 観察して調べた内容を書きます。

　　校庭で，花がさいている植物を探し，その特ちょうと種類を調べる。

観察の目的や動機を書きます。目的

感想 　タンポポをよく見ると，知らないことをたくさん発見できたのでうれしかった。
新しいことに気づくと楽しくなってきて，ほかの植物についても調べてみたくなった。

準備 どのような材料や器具を用いたかを書きます。

　　植物図鑑，筆記用具，ルーペ，巻き尺

　全体のすがたの観察から，この植物はタンポポだとわかった。
さらに，花の下の部分がそり返っていることから，この植物は
セイヨウタンポポだと考えられる。

考察 観察の結果から，わかったこと，気づいたこと，自分で考えたことを書きます。

方法 どのような手順で観察したかを書きます。

　①  花がさいている植物を 1種類選び，植物が生えている場所のようす（日当たり
やしめりぐあい，土のかたさ，まわりにある植物など）を調べた。

　② 植物の特ちょうを調べ，スケッチした。

草の高さ，花の大きさ
などを，巻き尺などで
実際にはかろう。

「実験の結果」「観察した内容」は国語
でいう「事実」です。だれもが確かめら
れることがらです。
一方，「考察」は国語でいう「意見」に
近く，結果を「分

ぶん

析
せき

・解
かい

釈
しゃく

」したことが
らです。一人ひとり考えがちがう可能性
があります。
また，あなたの感情を説明すると，それ
は「感想」です。「結果」「考察」「感想」
をしっかり区別しましょう。

国語

まず，「よく観察してそれを記録するこ
と」が理科の基本だからです。
次に，「自分が調べたことをほかの人に
伝えること」が必要だからです。
たとえば「大きかった」「丸かった」と
いっても，どのくらい大きいのか，どん
な丸なのか，相手には伝わりません。
大きさなど数値で表せるものははかった
り，形など数値で表せなければスケッチ
したり，だれが読んでもわかるように，
ていねいにかきましょう。

レポート・ノートのかき方
どうしてそんなに細かく
記録するんですか？

　校庭や学校のまわりなどで，前ページ「観察」を行うと，身

のまわりにはさまざまな場所があり，それぞれの場所で多様な

生物が見られることがわかる。

注意深く観察し記録していくと，
今までなんとなく見ていただけ
では気づかなかったことがわか
りはじめます。
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1 年 p.49 下　技術とのつながり

見 方

考え方

この
時間の
課題

背骨があるか

水中に
すんでいる

「条件によって判断する」
ときの手順のマーク

いいえはい

エビ，昆虫魚，イルカ

はい はい

いいえいいえ
体に節
があるか

イカ，二枚貝
カエル，トカゲ，
鳥，ネズミ，ヒト

脊
せ き

椎
つ い

動
ど う

物
ぶ つ

1

体の表面は，どのようなようす
でしょうか。
足はどのようなつくりになって
いるでしょうか。触って確かめ
てみましょう。

A   動物園や水族館で実際に動物の特徴を調べてみよう。

　p.29，30 の分類の方法を参考にして，動物を観察しながら特徴を見いだし，分類する。

C   観察した動物をどのように整理し
たら，うまく分類できるだろうか ｡
右のように観点や基準がわかるよ
うに表現してみよう。

このようなマークを使った手順
の表し方を「フローチャート」
といいます。くわしくは技術の
時間で学習します。

ここからさらに分類
できるかな？

技術

マリンピア日本海（新潟県新潟市） マリンワールド海の中道（福岡県福岡市）天
てんのうじ

王寺動物園（大阪府大阪市）

B   イカやエビなどを観察して，特徴をまとめてみよう。

動物の分類

第1章や２章で身につけた分類のしかたをいかして，
今度は動物を調べましょう。分類のときは，「観点」
と「基準」を意識するんでしたね。

脊椎動物は，からだの特徴で
どのように分類できるか。

  比
ひ

較
かく

して分類する

  動物には，種類によって「似
ているところ・ちがうとこ
ろ」がある

動物を観察して，その特
とく
徴
ちょう
を

まとめ，分類してみましょう。

ストップ!!
観察したあとは，
手をよく洗う。

観  察
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2 年 p.171 側注　数学とのつながり

見 方

考え方

この
時間の
課題

R R

1Ω

の電源で，回路に 5Ωの抵抗器に

1A
1 V 

=1Ω

1A の電流が流れるとき かけたとき10V

10Ω
0.5A
5 V 

=10Ω
2A

5Ω
10V 

=2A

1A

1 V 

0.5A

5 V 

の電源で，回路に0.5A の電流が流れるとき

回路に流れる電流は

10V 

5Ω

抵抗の大きさは

1V 5V

抵抗の大きさは

I

　金属線（または抵抗器）がもつ「電流の流れにくさ」を電
でん

気
き

抵
てい

抗
こう

または単に抵抗とよぶ。いっぱんに，金属線に流れる電
流の大きさは，金属線にかかる電圧に比例する。この関係を

オームの法則といい，次の式で表せる。

　ここで，電流I の単位は A，電圧V の単位は V，抵抗R の
単位はΩ（オーム）である。
　また，上の式を変形すると次のようになる。

　これらの式から，電流I，電圧V，抵抗R のうち 2つの値が
わかれば，残りの 1つの値が決まることがわかる（図 23）。

数学

回路の電流，電圧，抵抗には，
どのような関係があるか。

  電圧，電流，抵抗を関係づける

次は，電熱線や抵抗を使ったときの
エネルギーの量を計算していきます。

❶　　　　　　の比例定数　　はグ
ラフの傾きを表す。これと同じよ
うに，ⅠとV の比例関係

　　　V = R  × Ⅰ
　の比例定数にあたるR は，横軸
にⅠ，縦軸にV をとったグラフ
の傾きを表している。

y = ax a

図23   電圧・電流・抵抗の関係の例

  電圧と電流の関係はオームの
法則で表すことができる

いっぱんに変数I，V，R には単位
もふくまれていますが，ここでは
説明のために単位〔A〕，〔V〕，
〔Ω〕を書き加えてあります。

●  オームの法則

19世紀に，ドイツの物理学者
オームは，金属線（抵抗をもつ
金属）に流れる電流の大きさと
電圧の関係を調べ，その決まり
を発見しました。

オーム
（1789 ～ 1854 年）

電圧V〔V〕 = 抵抗 R〔Ω〕 × 電流Ⅰ〔A〕
❶

   電圧 V〔V〕 
   抵抗 R〔Ω〕  
電流Ⅰ〔A〕 =

    電圧 V〔V〕 
    電流Ⅰ〔A〕 
抵抗 R〔Ω〕 =
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規範意識を高め，自他の生命を尊重
する態度を育成し，豊かな感性や情
操を養うための工夫や配慮があるか。 （道徳教育，環境教育）

・ 章はじめの「Can-Do List」で，生物を大切にすることを
うながし，また各巻で持続可能な開発目標（SDGs）にふ
れるなど，生命の尊重と環境保全の態度を育むようにし
ている。

・ 植物や動物のからだのつくりや働きを調べたり，人間と
自然の関わりなどについて学習したりして，生命の尊重
と環境保全の態度を育み，３年生の最後では，人間がも
つ科学技術の使い方を考え，持続可能な開発目標（SDGs）
についての意識が高められるように配慮されている。

Can-Do List
 １年 p.22，２年 p.76 など
本文
　２年 p.137 ～ 138，
　３年 p.240 ～ 241，p.257

など

学
習
内
容
・
程
度

21

2 年 p.76　Can-Do List 内で生物を大切にすることを説明 2年 p.137　ヒトのからだのしくみを理解する

2年 p.138　植物とヒトのちがいを理解する 3年 p.241　科学との関わりを意識する単元

観点 特色 具体例

2 年 p.76　Can-Do List 内で生物を大切にすることを説明

生物のからだと
細
さ い

胞
ぼ う

第1章

ボルボックス
（葉緑体（→ p.85）をもつ
水中の小さな生物）

0.1 mm

□ 生物のからだが細胞からできていることを説
明できる。

□ 植物と動物の細胞のつくりの特
とく

徴
ちょう

を説明でき
る。
□ 拡大する部分に応じて，正しく観察器具を使
うことができる。

□探究の手順や結果を，言葉・図・表を用いて
記録できる。

どのような知識・技能を身につけるか

□ 課題から仮説を立て，仮説を確かめる実験を
計画できる。  （学年目標）

□ 基準を設定し，それにもとづいて細胞を分類
できる。
□ 観察結果や考察などを，ほかの人に伝えるこ
とを意識して表現できる。

理解していることをどのように使うかCan-Do List
できるようになりたい目標

□ 学習内容に興味や関心をもち，進んで取り組む
ことができる。

□ 自分が今やっていることをふり返り，改善しよ
うとする。

□ほかの人と考えを出し合い，協力できる。

□ 日常生活で感じた疑問を学習に結びつけたり，
学習した内容を日常生活に当てはめたりして考
えることができる。
□ 生物を大切にし，むやみに傷つけない。

どのように学びに向かうか
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2 年 p.137　ヒトのからだのしくみを理解する

心臓

腎臓

脳

肺肺

口

だ液腺

食道

胃

すい臓

小腸

小腸

腎臓

肝臓

大腸

胆のう

肝臓

せん

たん

植物や動物の生きるしくみの学習で興味をもったことをまとめて，
発表し合おう。

一度自分たちでまと
めて整理しようよ。

植物も動物も，生きるため
のつくりとはたらきは複雑
だね。
いろんなことを学んだから，
混乱してきてしまった。

気になったことや，くわし
く知りたいことからテーマ
を選んで，レポートや新聞
をつくろう。

問 題 発 見

植物や動物の生命の維
い

持
じ

のしかたをまとめる探 究 8

?
気 づ き

課 題
?

（a）主な消化器官

□①　（a）で，食べたおにぎりの通り道を緑色にぬろう。
□②　（a）で，消

しょう
化
か
酵
こう
素
そ
をつくる器官はどこでしょうか。その

名前の部分を黄色にぬろう。また，消化されたおにぎりの
養分を吸収する器官はどこでしょうか。

□③　（b）で，毛細血管となっている部分を紫
むらさき
色にぬろう。

□④　（b）で，酸素の多い血液が流れる血管を赤色にぬり，
酸素の少ない血液が流れる血管を青色にぬろう。小腸と
肝
かん
臓
ぞう
を結ぶ血管は紫色とします。

□⑤　（a）の口から入ったおにぎりが，養分となって（b）の
からだ中をめぐるようすを，矢印でかいてみましょう。

私たちの班は，ヒト
のからだについて
「問い」をつくって
みました。

復習にちょうどよいで
すね。ほかのクラスに
も配りましょうか。

図34   ヒトの消化系・循環系
（b）主な循

じゅん

環
かん

系
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2 年 p.138　植物とヒトのちがいを理解する

植  物 動  物

水 二酸化
炭素

光

光合成

養分 酸素

大気から

大気から

酸素

食物
（植物・動物）

から

土から

有機物

二酸化
炭素

水

エネルギー

エネルギー

酸素

大気へ

養分

大気から

細胞呼吸

養分

酸素

二酸化
炭素

水エネルギー

大気から

口から

細胞呼吸

呼吸

気孔

二酸化炭素

道管
(水や肥料分が通る)

師管
(葉でつくられた養分が通る)

酸素

二酸化炭素 酸素

水など

水蒸気蒸散

呼吸

昼

二酸化炭素 酸素

二酸化炭素 酸素

光

水など

水蒸気蒸散

夜

光合成

水 二酸化
炭素

光

光合成

大気から

酸素

大気へ

養分

私たちの班は，植物と動物の
生きるしくみのちがいに興味
をもちました。

図36   生命を維
い

持
じ

するしくみの比
ひ

較
かく

私たちの班は，植物の
呼吸や光合成について
まとめました。

図35   植物の昼夜の活動のちがい

植物は，葉緑体で行われる光合成によって，
自らデンプンなどの養分をつくることができ
ます。その養分は自らの細

さい
胞
ぼう
で分解されてエ

ネルギーが取り出され，生命が維持されます。
一方，動物は養分をつくり出すことはできず，
ほかの生物がつくり出した養分を，食物とし
てからだの外から取り入れています。

この単元に関する
そのほかの読み物
はQRコード先か
ら。

植物や動物の生命の維持
のしかたをまとめる

1 2 2 2 3 138 

3 年 p.241　科学との関わりを意識する単元

科学を手に
私たちは

何をすべきか

自然・科学技術と
人間

3-5

　　学びのあしあと
あなたが３年間の理科で学んできたことは何ですか？

それをいかして，これから何ができそうですか？

自分の意見をまとめて，話し合ってみましょう。

単元が始まる前に，この問いに対して，これまでの
学習も思い出しながら，どのように答えられるか書
き出してみましょう。同じ問いに，単元の学習が終
わったあとで答えて，学習前後の内容を比べると，
自分の成長がよくわかります！

 241 



観点 特色 具体例

学
習
内
容
・
程
度

自然の事物・現象に対する生徒の興
味・関心を引き起こし，自ら学ぶ意
欲を高めるように配慮されているか。
 （関心・意欲・態度）

・ 資料性が高い写真や図が随所に入れられており，学習意
欲を高め，学習内容への理解が深まるように配慮されて
いる。

・ 学習内容として最低限の解説資料以外に，さまざまな補
助資料写真やコラム「サイエンスカフェ」など，多彩な資
料が適切に配置されている。

・ 学習意欲を高めるため，地域性のある写真やデータが多
く取りあげられている。

22

2 年 p.266　天気予報を自らつくる活動

1年 p.213　地形と生活の関わりを説明

3年 p.31　日常生活に学習した力の分解を当てはめる

1年 p.130　日常の現象から課題を見つけることを促す

2年 p.266　天気予報を自らつくる活動

やってみよう

新聞やウェブサイトで公開している天気図を毎日集めると，天気の変化がよくわかります。
では，数日前の天気図を準備して天気予報の練習をしてみましょうか。

季節も考えにいれようよ。
季節ごとに特

とく
徴
ちょう
的
てき
な天気が

あるから，もっと天気が予
想しやすくなる。

風の強さや向きは，
気圧配置から予想
できるね。

前線の動きを予想すれ
ば，だいたい天気は予
想できるね。

過去の天気図を使った天
気予報の練習をして，自
信がついてきたら，今日
の天気図から明日の予報
をしたくなってきた。

次の時間は，気象に関係する災害
や恵みについてみていきましょう。

この
時間の
まとめ

・ 台風は赤道付近で発生した低気
圧が発達してできる。
・ 天気図上の台風は同心円状の等
圧線に囲まれていて，太平洋高
気圧の西側の縁

ふち

を回るように進
む。

自分で天気予報を出そう

高
低

高

低

高

高
低
低

低

低

高

高

高

高

低 低

低

低

天気予報の練習に昔の天気図を使うんですか？
そうか！自分の天気予報があってるかどうか，次の
日以降の天気図を見れば答え合わせができますね。

同じようにして天気予報の練習をしてみましょう。
たとえばここでは，2月 10日の過去の天気図を
調べます。このとき11日以降の天気図はまだ見
てはいけません。10日の天気図をもとに，1日
後，2日後の天気を予想してみましょう。
過去の天気図はQRコード先から利用できます。

そうです。本当の天気予報は，気象要素を調べて，その気象要素がど
のように変化していくか計算するプログラムをつくって実行します。
そのプログラムが，うまく当たる天気予報をつくれるかどうかの評価
も，このように過去の天気予報を使った「答え合わせ」で行うんですよ。

1 2 2 3 8
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1 年 p.213　地形と生活の関わりを説明

流水は山を侵食することで V字
谷とよばれる地形をつくる。

河川によって山地から運ばれた土
砂は，山を出たところで堆積し扇
状地とよばれる地形をつくる。

河川の侵食と堆積のはたらきで土地が平
へい

坦
たん

になり，平野とよ
ばれる地形をつくる。（写真は下の地図の位置に当たる）

運ばれた土砂は，河口から海や湖に広がって堆積し，三角州とよば
れる地形をつくることがある。

広島県広島市

V
ブイ

字
じ

谷
こく

扇
せん

状
じょう

地
ち

平　野 三
さん

角
かく

州
す

など

図4   地形と土地の利用

資料

QRコード先で，
あなたのすんでい
る地域の地図を探
してみることもで
きます。

・扇状地の中央部
　…　果樹園などに利用
・先

せん

端
たん

部
　…　湧

ゆう

水
すい

があり集落などに利用
・土石流などが起こりやすい

・川のすぐわきの高まり
　　…　住宅地などに利用
・川の周囲の平坦な部分
　　…　田んぼや畑に利用
・洪水が起こりやすい

・平坦な地形
　… 　水が利用しやすい，海

に面し船が利用できる，
大都市が発達しやすい

・ 洪水，地
じ

震
しん

による液状化が
起こりやすい

新潟県十
とお

日
か

町
まち

市  利用  

 災害  

 利用  

 災害  

 利用  

 災害  

山梨県甲
こう

州
しゅう

市，笛
ふえ

吹
ふき

市

新潟県田
た

上
がみ

町

1 2 1 3 0
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3 年 p.31　日常生活に学習した力の分解を当てはめる

サイエンスカフェ

　重力の分力
（斜面に沿った方向）

　重力の分力
（斜面に垂直な方向）

重力

垂直抗力 物体を引く力
力 A と力 Ｂの合力

力 A

力 C

力 B

合成して考える

　力Ａと力Ｂの合力は，下向きの力Ｃ（重力）

　とつり合っている。

　　分解して考える

　　　重力の斜面に沿った方向の分力は，物体を引く力と
　　　つり合っている。また，重力の斜面に垂直な方向
　　　の分力は，垂直抗力 とつり合っている。

❶

物体
（上の写真の
場合は橋）

物体
（上の写真の
場合は自転車）

しゃめん

こうりょく

　重力の分力
（斜面に沿った方向）

　重力の分力
（斜面に垂直な方向）

垂直抗力

物体を引く力

物体

資料

３力のつり合い

図A   3 力のつり合いの例

❶ 　物体 Aが物体 Bを押したとき，Bから Aに弾
だん

性
せい

力
りょく

が
はたらく。この弾性力はAから Bに垂直にはたらいて
おり，このように面に接した物体が面から垂直に受ける
力を「垂直抗力」という。 （中学校１年）

ふりかえりふりかえり

（a）坂で自転車を支える場合 （b）高い柱のある橋（愛媛県今
いま

治
ばり

市）

力の合成や分解を使うと，物体の受ける力が3つの場合についても，力のつり合いを考えることができる。

力の合成や分解を使うと，物体の受け
る力が3つの場合についても，力の
つり合いを考えることができます。

坂にある物体を支えるとき，坂がゆるやか
なほど物体が軽く感じられる。これは日常
生活で当たり前だと思っていたけど，力の
合成と分解という見方・考え方では，図B
のように考えられるんだね。

図A（a）と図Bをく
らべてみよう。
ここで注目するのは，
「物体を引く力」だね。

図B   坂がゆるやかなとき
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1年 p.130　日常の現象から課題を見つけることを促す

真っ暗にしたら？

問 題 発 見

身のまわりの光，音，力が関わる現象から，疑問を見つけよう。

図C   凸
とつ

レンズを通した物体の見え方

?
気 づ き

窓のない部屋にぬいぐるみ
が置いてあります。電気を
消して光がまったくない状
態にしたら，ぬいぐるみは
やがて見えるようになるで
しょうか？

鏡って，どうして鏡の面
より向こう側に物がある
ように見えるんだろう？

虫めがね（凸レンズ）
は，物を大きくして見
ることができるね。

でも遠くの物を見ると，小さ
く逆さまに見える。同じ虫め
がねなのに見え方にちがいが
でるのはなぜだろう？

そのうち目が慣れて見え
るようになるんじゃない
かな。

図A   部屋が本当に真っ暗だったら

図B   物体の見え方

?

?

よく見ると，コップの水
の中のストローがずれて
見えるね。これも光の性
質で説明できるのかな。

（a）鏡にうつる物体

（a）凸レンズで近くを見たとき （b）凸レンズで遠くを見たとき

（b）ずれて見えるストロー
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探
究
活
動

観点 特色 具体例

目的意識をもって観察・ 実験を行い，
科学的に探究する能力の基礎と態度
を育てるように配慮されているか。
（目的意識，探究，観察・実験の技能，
科学的な思考・表現）

・ 各探究の導入として「気づき」が設けられており，生徒が
自ら課題意識をもって探究に取り組むためのくふうがあ
る。

・ 探究活動では，すべてのページについて，探究の過程に
分解して表現されており，探究の資質・能力を身につけ
ることができる。

・ 中学生の実際の自由研究例「この自由研究がスゴイ！」が
設けられており，他者を意識しながら探究の意欲を高め
ることができる。

気づき

 1年 p.135，２年 p.25，２年 p.195，
　３年 p.51，３年 p.147

など

この自由研究がスゴイ！
　１年 p.11，２年 p.9，３年 p.7

23

1 年 p.135　探究活動の最初に必ず「気づき」を設けている 2年 p.195　探究活動は基本的に探究の過程に合わせて示されている

3年 p.51　3年生では，自らレポートをつくることを促す

2年 p.9　他者の自由研究を参考として紹介

1年 p.135　探究活動の最初に必ず「気づき」を設けている

見 方

考え方

この
時間の
課題

光源からの光が物体に反射するとき，光の進み方にはど
のような決まりがあるか。光線のモデルで考える。

光源が見えるというこ
とは，光が目に入って
くるということだよね。

タブレットPCを使っているときに，天井の電灯
が画面に反射して気になることがあるよね。
天井を見ると電灯はたくさんあるけど，画面にう
つった電灯はどれなんだろう？

じゃあ光が見えないとい
うことは，目に光が入っ
てこないのかな？

鏡と光線の角度によって，
反射のしかたが変わるん
じゃないかな？

光源と鏡を準備しよう。
光線を正確に記録
するにはどうした
らいいだろう。

鏡に反射する光を紙に
うつせば，光線の進み
方を書きうつすことが
できるんじゃないかな。

光源からの光が物体に反射すると
き，光の進み方にはどのような決
まりがあるか。

光の反射のしかた探 究 1

?
気 づ き

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

図5   タブレット PCに映る電灯

  光はまっすぐに進み，鏡で反射
する
  光の進み方と光線のモデルを
関連づける
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2 年 p.195　探究活動は基本的に探究の過程に合わせて示されている

見 方

考え方

この
時間の
課題

この実験では，電流計
のかわりに検流計とい
う器具を使います。

この実験のときにスタンドはなくても
いいんじゃないかな。
そうしたら準備と片付けの時間が短く
なって，もっと考察ができるよね。

磁界の中でコイルを動かすと，何が起こるか。仮説を立て，
それを確かめる実験を考える。

図 12をもとに考え
てみよう。導線に何
が起こるだろう。

コイルと磁石をどのように使うと
電流が取り出せるか。

  変化させる量と変化する量
電流を取り出す探 究 8

?
気 づ き

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

探究 7の方法で，今度はコイルを強制的に手
で動かします。すると何が起こるでしょうか。

手で動かしたからと
いって，何も起こらな
いんじゃないですか？

？

？

図13   磁界の中でコイルを動かす

検流計

（あなたの仮説）

U字形磁石

コイル

しっかり計画
  磁界と電流は関係している
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2 年 p.9　他者の自由研究を参考として紹介

科学部のモットーが「手軽で身
近」でしたので，特別な道具を使
わず，私たちができるようなテー
マでしぼっていきました。

部員の意見や案をまとめて，真
しん

偽
ぎ

や裏づけをするところでした。納
得のいく状態にいたるまでに数え
きれない案が浮

う

かび，何度も失敗
をして行きづまったこともありま
すが，成功への道のりだと思って
毎日実験をくり返しました。結論
が出たときは，なんだ！こんな簡
単なことだったのか！と，とても
おどろきました。

大根の辛
か ら

さの不思議にせまる

研究の動機
　テレビ番組で「大根を早くおろすと辛く，ゆっくりおろすと
あまり辛くない」という豆知識を紹介していた。試してみると，
本当に味が違

ちが

う。科学部のみんなも興味をもったので，大根お
ろしのなぞを研究することにした。

研究のまとめ
　大根おろしは，① 細

さい

胞
ぼう

（→ p.80）を効率よく壊
こわ

すことで辛
くなる。② 辛味成分を含む水分が多くなることで，辛さが強
くなる。大根を「早くおろしたとき」と「ゆっくりおろしたと
き」の辛さの違いは，② によって起きている。

数多く興味をもつ中で，どのように
テーマをしぼっていきましたか？

この自由研究で一番ワクワク
した場面はどこですか？

教えてセンパイ ～ 今は大学生の著者にインタビュー ～

現在どのようなお仕事をされ
ていますか？

「何かを科学的に調べ，つきつめ
ていく」という考え方は，今役に
立っていますか？

自動車部品メーカーで内装部品の
設計を行っています。

論理的に調べ，表現する力は技術者に
欠かせません。
設計する人はただ図面がかければいい
わけではありません。線一本一本に意
味があります。それを理解し，設計の
内容や意図を正確に製造する人に伝え
る必要があります。論理立った説明で
こそ，相手に正確に伝わります。技術
者だけでなく，広い職業分野で役に立
つはずです。

冷めるとき味がしみこむのはなぜか？

はじめに
　母が昼食を出してくれた。献立は昨夜の夕飯の残りのおで
ん。母は「何でも，一晩たって冷ました方がおいしいのよ」と
いう。食べてみると，味が十二分にしみこんでいて本当におい
しい。「理由は分からないけど，温めているときよりも，冷ま
しているときの方がずっと味がしみこみやすいと，おばあちゃ
んが言っていた」という。しかし，どうしてグツグツ煮

に

ている
ときよりも，冷ましているときの方が味がしみこみやすいのか。
研究することにした。

研究を始める前に
〈予備実験：本当に冷めるときに味がしみこみやすいのか〉
ダイコン，ニンジン，コンニャク，豆

とう

腐
ふ

の 4 種類の食材を，
食塩，砂糖，しょう油の 3つの調味料で味つけしてゆで，食
べ比べた。

あの自由研究の人は今 ～ 今は社会人の著者にインタビュー ～

身のまわりから主体的に課題を見つ
けていきましょう。ほかの中学生は
どんなことを調べてい
るのでしょう？
QRコード先からほか
の自由研究の例を見る
こともできます。 1 2 2 0 8
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3 年 p.51　3年生では，自らレポートをつくることを促す

見 方

考え方

この
時間の
課題

図6（a）や（b）の道具を見たことがありますか？これらは「滑車」とよばれます。
（a）のように固定された滑車を「定滑車」，（b）のように２本以上のひもにつる
された滑車を「動滑車」とよびます。

定滑車や動滑車を使ったとき，物体を
垂直に動かすための仕事はどうなるか。

(b) は，物体を２本のひ
もで支えているね。この
とき１本のひもにかかる
力を調べよう。
ひもにかかる力は，ばね
ばかりではかれるね。

(a) は，滑車をどこかにつる
して使うんだね。同じように
して物体を引き上げる力をは
かろう。実験用の滑車を使え
ばいいね。

しっかり考察

定滑車や動滑車を使ったとき，物
体を垂直に動かすための仕事はど
うなるか。

  滑車と，物体の動きや力を関連
づける

滑
か っ

車
し ゃ

のはたらき探 究 5

?
気 づ き

課 題
? この探究では，

「仮説を考える」，
「実験計画を立てる」，
「実際に実験する」，
「結果を出して考察する」
「実験全体をふり返る」
すべての活動を自分たちだけでやってみ
ましょう。これまで理科を学んできた君
たちならできる！
レポートのかき方は，QRコード先から。

図6   滑車の利用

(a) 定滑車 (b) 動滑車
クレーンはよく見るけど，あ
のぶら下がって上下するのは
「動滑車」なんですね。
（a）の滑車と（b）の滑車
は，何かはたらきがちがうの
かな？

●  道具と仕事

ばいいね。ばいいね。

  物体を動かしたとき，「仕事」
で表すことができる

1 2 3 1 1
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観察・実験の結果を分析・解釈する
能力や，自らの考えを表現する能力
を育成できるように配慮されている
か。
（分析・解釈，科学的思考・表現，言
語活動，ノート指導）

・ 観察・実験の「結果」と「考察」の欄が分けられており，そ
れぞれの視点を意識させ，「結果」に基づいて考えさせる
ように配慮されている。

・ 観察・実験のあとに「結果」が示され，さらに「結果」から
導き出されることがらが「考察」としてまとめており，結
果を分析・解釈する能力の育成に配慮されている。

・ 「レポート例」が随所にあり，生徒が自ら実験レポートを
作成するときの参考になる。

結果・考察

 １年 p.200，２年 p.40，２年 p.104，
　３年 p.92，３年 p.144

など

レポート例
　１年 p.24，１年 p.110，２年 p.232，
　３年 p.148

など

探
究
活
動

24

2 年 p.40　結果から考察することを意識づける

2年 p.104　探究の内容に即したレポート例

1年 p.24　レポートのかき方の説明

3年 p.148　探究の内容に即したレポート例

観点 特色 具体例

2 年 p.40　結果から考察することを意識づける

炭酸水素ナトリウム 加熱後の物質

物
質
の
よ
う
す

水
に
溶
け
る
よ
う
す

フ
ェ
ノ
ー
ル
フ
タ
レ
イ
ン

溶
液
を
入
れ
た
と
き

原子カードでも考えて
みよう。うまく説明で
きるかな。

①発生した気体の性質
・火のついた線

せん

香
こう

を入れたら，火は消えた。
・マッチの火を近づけても燃えなかった。　
・石灰水を白くにごらせた。
②試験管の口もとの液体に塩化コバルト紙を
つけると，うすい赤色に変わった。
③炭酸水素ナトリウムと加熱後の物質のちがい
・炭酸水素ナトリウムは水にあまり溶

と

けず，フェ
ノールフタレイン溶

よう

液
えき

がわずかに赤色になった。
・加熱後の物質は水によく溶けて，フェノー
ルフタレイン溶液が赤色になった。

①  線香の火が消え，また，気体が燃えなかっ
たことから，発生した気体は酸素でも水素
でもないことがわかる。そして，石灰水を
白くにごらせたことから，発生した気体は
二酸化炭素であることがわかる。
②  試験管の口もとについた液体は，塩化コバ
ルト紙をうすい赤色（桃色）に変えたこと
から，水であることがわかる。

③  試験管に残った白い粉末の固体は，水に溶
けるようすやフェノールフタレイン溶液を
入れたときのようすから，もとの炭酸水素
ナトリウムとはちがう物質であることがわ
かる。

●  以上のことから，炭酸水素ナトリウムを加
熱すると，二酸化炭素，水，もとの炭酸
水素ナトリウムとは異なる白い粉末に分
かれるといえる。

①気体の性質

②試験管の口もとにできた物質

③炭酸水素ナトリウムと加熱後の物質の比
ひ

較
かく

結果・考察

線香

マッチ

塩化コバルト紙は，
水に触

ふ

れると，赤色
（桃

もも

色）になる

気体は燃えない 石灰水が白くにごる線香の火が消える

次の時間は炭酸水素ナトリウムの化
学変化を原子のモデルでまとめます。

炭酸水素ナトリウムの分解

結 果
?

考 察
?

?
ふり返り

図16   探究 4の結果例

この
時間の
まとめ

炭酸水素ナトリウムを加熱す
ると，二酸化炭素，水，もと
の炭酸水素ナトリウムとは異
なる白い粉末に分かれる。

少し溶ける よく溶ける

うすい赤色
↓
弱い
アルカリ性

赤色
↓
強い
アルカリ性
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2 年 p.104　探究の内容に即したレポート例

㋐ ㋑ ㋒ ㋓

変えた条件
日光を当てたか ◯ × ◯ ×

葉があったか ◯ ◯ × ×

石灰水がにごったか

（にごれば◯）
× ◯ ◯ ◯

㋒㋐

光

㋓㋑

①４本の試験管に
　息をふきこむ

③それぞれに石灰水を
　入れてよくふる

②日光を当てる 暗いところに置く

アジサイの葉（ツツジ，サザンカ，ツバキなど），試験管（4），ゴムせん（4），試験管立て（2），ストロー，
石灰水，保護めがね

仮説はこのように立てました。
「植物のからだは炭素 Cをふくむ」→「植物は炭素 C
をまわりから取り入れるはずだ」→「植物のまわりに
ある炭素 Cは二酸化炭素 CO2ではないか」
小学校で「植物は二酸化炭素を取り入れる」ことを学
習した点でも，もっともらしい仮説だと思います。こ
の仮説にもとづいて，確かめるための実験を計画します。

実験計画を立てるときに，そろえる条件と変える条件を
考えます。
 そろ える条件  同じアジサイの個体，温度，水，実験を

した時刻，同じ人の呼気
 ㋐㋒と ㋑㋓で変える条件  日光を当てるか，当てないか
 ㋐㋑と㋒㋓で変える条件  葉があるかないか
にしました。

結果は右の表のようになった。

・ ㋐と㋑を比べると，葉に日光を当てると二酸化炭素が吸収さ
れたといえる。
・ ㋐と㋒を比べると，日光を当てても葉がなければ二酸化炭素
は吸収されないといえる。
● つまり，葉は二酸化炭素を吸収してデンプンをつくるといえ
る。二酸化炭素には Cがふくまれるので，二酸化炭素が植
物のからだをつくっている可能性が高い。

㋐と㋓，㋑と㋒を比べても２つの
条件が変わってしまっているので，
どの原因が結果を決めたのかつき
とめられません。

実験レポート例（一部） デンプンの原料

準 備

方 法

結 果

考 察

①  試験管㋐と㋑にアジサイの
葉を入れ，ストローで軽く
息をふきこみゴムせんをす
る。空の試験管㋒と㋓にも
同じように息をふきこむ。

②  試験管㋐，㋒を 30分間ほど
日光に当てる。㋑と㋓は暗
い場所に 30分間ほど置く。

③  すべての試験管に，少量の
石灰水を入れ，ゴムせんを
する。試験管をよくふって
石灰水の変化を調べる。

アジサイの葉

この
時間の
まとめ

植物のからだをつくる炭素原子 C
は，日光が当たると吸収する二酸
化炭素 CO2からくると考えられ
る。 104 

1 年 p.24　レポートのかき方の説明

基本操作

葉は矢印のような
形がつながって
いるみたいに
ギザギザしていた

小さな花がいっぱい
集まっていた

先が丸く
なっていた

めしべ

おしべ

花弁
細かいすじ
があった

１つの花

毛みたい
だった

そり返っていた

全体のすがた

　観察日　○年○月◯日（午前10時） 天気（晴れ） 気温（○℃）　1年1組　深沢陽子

花の観察レポート 観察のテーマ，観察日，天気，気温，学年・組・名前を書きます。

生えている場所がどん
なところか具体的に書
きます。

 ・  見つけた場所：校舎の表側で，日当たりのよいとこ
ろにたくさん生えていた。土はかわいていた。

 ・  大きさ：草の高さは15cmくらいで，花の集まりの直径は
約3cmだった。

結果 観察して調べた内容を書きます。

　　校庭で，花がさいている植物を探し，その特ちょうと種類を調べる。

観察の目的や動機を書きます。目的

感想 　タンポポをよく見ると，知らないことをたくさん発見できたのでうれしかった。
新しいことに気づくと楽しくなってきて，ほかの植物についても調べてみたくなった。

準備 どのような材料や器具を用いたかを書きます。

　　植物図鑑，筆記用具，ルーペ，巻き尺

　全体のすがたの観察から，この植物はタンポポだとわかった。
さらに，花の下の部分がそり返っていることから，この植物は
セイヨウタンポポだと考えられる。

考察 観察の結果から，わかったこと，気づいたこと，自分で考えたことを書きます。

方法 どのような手順で観察したかを書きます。

　①  花がさいている植物を 1種類選び，植物が生えている場所のようす（日当たり
やしめりぐあい，土のかたさ，まわりにある植物など）を調べた。

　② 植物の特ちょうを調べ，スケッチした。

草の高さ，花の大きさ
などを，巻き尺などで
実際にはかろう。

「実験の結果」「観察した内容」は国語
でいう「事実」です。だれもが確かめら
れることがらです。
一方，「考察」は国語でいう「意見」に
近く，結果を「分

ぶん

析
せき

・解
かい

釈
しゃく

」したことが
らです。一人ひとり考えがちがう可能性
があります。
また，あなたの感情を説明すると，それ
は「感想」です。「結果」「考察」「感想」
をしっかり区別しましょう。

国語

まず，「よく観察してそれを記録するこ
と」が理科の基本だからです。
次に，「自分が調べたことをほかの人に
伝えること」が必要だからです。
たとえば「大きかった」「丸かった」と
いっても，どのくらい大きいのか，どん
な丸なのか，相手には伝わりません。
大きさなど数値で表せるものははかった
り，形など数値で表せなければスケッチ
したり，だれが読んでもわかるように，
ていねいにかきましょう。

レポート・ノートのかき方
どうしてそんなに細かく
記録するんですか？

　校庭や学校のまわりなどで，前ページ「観察」を行うと，身

のまわりにはさまざまな場所があり，それぞれの場所で多様な

生物が見られることがわかる。

注意深く観察し記録していくと，
今までなんとなく見ていただけ
では気づかなかったことがわか
りはじめます。
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3 年 p.148　探究の内容に即したレポート例

Cl Cl

Fe

＋
Fe

＋
Fe

Cl Cl

-
Cl
-

Cl
-

Cl

-
Cl＋

H
＋

H ＋
H＋

H

-
Cl
-

Cl

-
Cl

-
Cl

-
Cl

-
Cl

-
Cl
-

Cl

2＋
Cl Cl　――→ ＋Fe Fe

HH

鉄原子

塩素分子

塩化鉄水溶液

陰極 陽極

鉄イオン 塩化物イオン

水素分子 塩素分子

塩酸

陰極 陽極

水素イオン 塩化物イオン

Cl Cl

Fe

＋
Fe

＋
Fe

Cl Cl

-
Cl
-

Cl
-

Cl

-
Cl＋

H
＋

H ＋
H＋

H

-
Cl
-

Cl

-
Cl

-
Cl

-
Cl

-
Cl

-
Cl
-

Cl

2＋
Cl Cl　――→ ＋Fe Fe

HH

鉄原子

塩素分子

塩化鉄水溶液

陰極 陽極

鉄イオン 塩化物イオン

水素分子 塩素分子

塩酸

陰極 陽極

水素イオン 塩化物イオン

仮 説
　　HCl　→　H+　+　Cl−

実験レポート例（一部）

　　FeCl2　→　Fe2+　+　2Cl−

結 果
・ 塩酸の電気分解では，陰極から水素が発生し，陽極から塩素が発生した。
・ 塩化鉄水溶液の電気分解では，陰極に金属が付着し，陽極から塩素が発生した。

次の時間は，電気分解をイオンの
化学式でまとめます。

塩化水素の電離の式から考えると，塩酸の電気分解の化学反応式は，
　　2HCl → H2 + Cl2
同じように塩化鉄の電離の式から，塩化鉄水溶液の電気分解の化学反応式は
　　FeCl2 → Fe + Cl2
だと考えられる。

考 察

・ 塩化物イオンの化学式は Cl-であることがわかっている。
・ 電
でん

離
り

のようすは，次のようになることがわかっている。
　HCl　→　H＋　+　Cl−
・ 水素が陽イオンなので，陰

いん

極
きょく

から水素が現れるはずであ
る。陽極からは，塩化銅水

すい

溶
よう

液
えき

のときと同じように，塩
素が現れると考えられる。

・ 電離のようすは，　FeCl2　→　Fe?　+　2Cl−
　 と予想できる。Feが陽イオンか陰イオンかわからないが，電離
の式のつくり方を考えると，→の右側で陽イオンの +の数と陰イ
オンの - の数を合わせるのだろう。そうすると２Cl-で - が２つ
あるので，？は2＋だろう。

・ 鉄が陽イオンならば，陰極から鉄が現れるはずである。陽極から
は，塩素が発生すると考えられる。

塩化鉄水溶液では，電気分解の結果，陽極に塩素が，陰極に鉄が発生すると仮説
を立てた。仮説の段階では，鉄イオンの＋の数について予想にすぎなかったが，
実際に実験した結果と，仮説が矛

む

盾
じゅん

しないので，考察の内容は適切だと思う。

ふ り 返 り
（あなたのふり返り）

この
時間の
まとめ

塩酸の電気分解では，陰極から水
素が，陽極から塩素が発生する。
塩化鉄水溶液の電気分解では，陰
極から鉄が，陽極から塩素が発生
する。

電気分解をイオンの化学式
から予想する
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基本操作・基本技能の習得について
十分に配慮されているか。
（観察・実験の技能，言語活動，ノー
ト指導）

・ 基本操作・基本技能については，「基本操作」と表示され
た囲みの中で，手順や注意事項がていねいに記述されて
おり，確実な育成ができる。

・ 「グラフのかき方」などがていねいに記述されており，基
礎的・基本的な表現力を育成できる。

・ 「伝える・伝わるコツ」が掲載されており，ノート指導，レ
ポート指導の補助になる。

基本操作

 1年p.24～ 27，１年p.92，１年p.116,
　２年 p.34

など

伝える・伝わるコツ
　１年 p.9 など

探
究
活
動

25

1 年 p.25　「基本操作」の例 1年 p.27　「基本操作」の例

1年 p.92　「基本操作」の例 1年 p.116　「グラフのかき方（基本操作）」の例

観点 特色 具体例

1 年 p.25　「基本操作」の例

基本操作

基本操作

ぼうし

長そでの服

軍手

長ズボン

じょうぶで
歩きやすい靴

くつ

●生物の特
とく

徴
ちょう

をスケッチに残そう。

①  鉛
えん

筆
ぴつ

をよくけずり，細い線や点で
はっきりとかく。

②  対象とするものを正確にかく。背景
やルーペの視野を示す丸いふちはか
かない。

③  動きやにおい，色など，スケッチだ
けでは表せないことは，言葉で記録
する。

かげをつけたり，一度かいた線をなぞった
りすると，線がぼやけるため，大事な特徴
がわかりにくくなってしまう。

美術の絵のかき方と
はちがうことに気を
つけましょう。
はっきりとした線で
かきます。

調査の服装の例

いちいちスケッチする
より，写真にとってお
くだけの方が楽じゃな
いですか？

スケッチには，必要な特徴だけ
をほかの人にわかりやすく伝え
るという目的があります。
写真だと多くの情報があって，
何も知らない人は，どこを見て
よいかわかりませんからね。写
真とスケッチ両方あるのが一番
よいですね。

・ 野外に出るときは，服装や危険な生物に注意します。服装は，長そで，長
ズボン，ぼうしを身に着け，すり傷や虫（カやダニ）などを防ぎます。
・ かぶれる植物を知り，さわらないようにします。
・ ハチが飛んできても動かずにやりすごします。追いはらおうとしたり，
走って逃

に

げると，ハチを刺
し

激
げき

して刺
さ

される可能性が高まります。
・ ヘビを見かけたら，近寄らずにうかいします。害のない種類がほとんどで
すが，マムシやハブは危険です。

チャドクガ スズメバチ ウルシ ハゼノキ

スケッチのしかた

野外調査の注意点
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1 年 p.92　「基本操作」の例

探究の Can-Do List

ゴム球

安全球
液体がゴム球
に吸いこまれ
ないようにつ
けられている

A-6p.26

軽く押す
親指の力
をぬく

軽く押す
親指の力
をぬく

ゴム球

安全球
液体がゴム球
に吸いこまれ
ないようにつ
けられている

軽く押す

基本操作

試 験 管 ア， イ に 水 を 5cm3

（5g）ずつ取り，塩化ナトリ
ウム，硝酸カリウムをそれぞれ
3g 入れる。よくふり混ぜ，全
部溶けるか調べる。

1. 物質を溶
と

かす

塩化ナトリウム，硝
しょう

酸
さん

カリウム，試験管（3），試験管立て，ビーカー（1），メスシリンダー，
電子てんびん，こまごめピペット，加熱器具，温度計，スタンド，スライドガラス（2），ガラス棒，
ルーペ，薬さじ，薬包紙，保護めがね

①水
すい

溶
よう

液
えき

をつくって温度を上げ，変化を観察する。　　　　　　　　②水溶液を冷やし，変化を観察する。
③水溶液から水を蒸発させて出てきた固体を観察し，区別する。
④溶
よう

解
かい

度
ど

曲線をもとに水溶液から溶
よう

質
しつ

を取り出す方法を考察する。　◆安全に気をつけ加熱器具を使う。

ゴム球を軽く押すと，1滴
てき

ずつ落とせる。

ポイント

ストップ!!

ピペットの先はガラスが
うすく，大変割れやすい
ので注意する。

ストップ!!

ピペットの先を上に向けない。
液体がゴム球に流れこむと，
ゴムがいたんでしまう。

ストップ!!

ピペットの先が容器や液
面にふれないようにする。

観  察観  察実  験

①  図のように，ピペット
を持ち，親指と人さし
指でゴム球を押

お

して，
ピペットの中の空気を
出す。

②  親指でゴム球を押した
まま，ピペットの先を
液体につけ，親指の力
をぬいて必要な体積の
液体を吸い上げる。

③  親指でゴム球を押し
て，液体を出す。

準備準備

方 法

まず，物質を
水に入れて，
よくふり混ぜる

全部溶けるか
調べる

? ?

こまごめピペットの使い方
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1 年 p.116　「グラフのかき方（基本操作）」の例

基本操作

時間  〔分〕

温
度

名称

縦軸　（変化した量）

横軸　（変化させた量）

単
位

A1-033-01

〔℃〕
目盛り

測定値

A1-033-03

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7

時間  〔分〕

温
度
〔℃〕

A1-033-04

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7

時間  〔分〕

温
度
〔℃〕

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7

時間  〔分〕

温
度

なめらかな曲線
を引く

A1-033-02

〔℃〕

エタノールの温度変化の例
時間〔分〕　　0　　0.5　　1　　　1.5　　2　　　2.5　　　3　　　3.5　　4　　4.5　　5　　5.5　　6　　　6.5　　　7
温度〔℃〕　17.2　18.0　　29.1　25.4　　34.1　　44.5　　55.2　　65.2　72.4　76.0　77.9　78.3　78.0　　78.2　　78.1　

< よくない例 >

●  横軸には変化させた量
（時間）をとる。

●  縦軸には変化した量（温
度）をとる。

● 単位もかく。
●  測定値がすべてグラフ
におさまるように，一
目盛りの大きさを考え
て目盛りをつける。

●  測定値には必ず「誤差❶」
がある。このことを考え
て，測定値の並び方が曲
線か直線かを見きわめて
線を引く。

●  多くの測定値のなるべく
近くを通るようになめら
かな曲線または直線を引
く。

●や○，×などの印で，
はっきり記入する。

①  横軸
じく

と縦軸にとる量を決める

③  曲線または直線で線を引く

②  測定値をはっきり記入する

❶　折れ線でつないではいけない。これは測定
値の誤差を考えていないことになる。測定値
の表し方については，p.123「誤差と有効数
字」を参照。

　　　時間〔分〕

エタノール
水

〔℃〕

温
度

0 1 2 3 4 5 6 7
0

20

40

60

80

100

120

沸とうしている

液体 液体と気体

沸とうしている

水やエタノールを加熱する
と，左図のように温度変化
し，水の沸点は 100℃，
エタノールの沸点は 78℃
とわかります。（このグラ
フは沸

ふっ

とうする時間をそろ
えてあります）
状態変化が起こっていると
きは温度がかわらないこと
に注意しましょう。

図12   水とエタノールの温度変化

この
時間の
まとめ

融点や沸点は，物質によって
p.113 図 9のように異なる。

２種類の物質の混合物をつくったら，
どのような状態変化が起こるでしょう。

●  測定した 2つの量の関係がわか
りやすくなる。

●  変化のようすや規則性がわかる。
●  測定値以外のところでも，その
値を推測することができる。

グラフの利点

グラフのかき方①
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1 年 p.27　「基本操作」の例

基本操作

基本操作 双
そう

眼
がん

実
じっ

体
たい

顕
けん

微
び

鏡
きょう

の使い方

①  レンズを目に近づけて固定する。

① ②

③ ④

　双眼実体顕微鏡は倍率が 20 ～ 40
倍で，ルーペで見るには小さすぎる試
料の観察に適している。また，2つの
接眼レンズと対物レンズをもつので，
両目で立体的に観察できる。

②  観察するものを前後に動かして，
よく見える位置を探す。

ストップ!! 持ち運ぶときは両手でしっかり
と持つ。

図A    図B   

左右の 2 つの接
眼レンズの間

かん

隔
かく

を
自分の目の間隔に
合わせる。

粗動ねじをゆるめて鏡筒ごと
上下させ，ピントをおおまか
に合わせる。

右目の視力に合わせてピントを
調節するため，右目だけでのぞ
き，微動ねじを回して観察する
部分がはっきり見える位置に合
わせる。

左目の視力に合わせるため，左
目だけでのぞき，視度調節リン
グを回す。右目の場合と同じ部
分がはっきり見えるようにする。

ルーペは持ち運びに便利で
ある。倍率はルーペに記し
てあり，５～ 10倍である。

観察ができるようになったら，次は身のまわ
りの生物をなかま分けしてみましょう。

ポイント
ステージは取り外しができ，
片面は黒く，もう一方の面が
白い。
試料が見やすい面を使う。

ストップ!! ルーペで太陽を見たり，観察するものを太陽の方にかざして
ルーペで見たりしてはいけない。失明の危険がある。

この
時間の
まとめ

・ 生物を観察するとき，観察する
視点や内容に気をつけて，観察
レポートをつくる。

・ 細かな部分の観察は，ルーペや
双眼実体顕微鏡を使う。

視度調節
リング

粗
そ

動
どう

ねじ

微
び

動
どう

ねじ

クリップ

ステージ

対物レンズ

接眼レンズ

鏡
きょう

筒
とう

ルーペの使い方
観察するものが動かせな
いときには，顔を前後に
移動させます。

左の視野 右の視野

自分の目に
合った状態

鏡筒は重いため，
ここを必ず手で
支えてから粗動
ねじをゆるめる。

1 2 1 0 7

双眼実体顕微鏡の使
い方の動画は，こち
らから確認できます。
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危険防止について十分に配慮されて
いるか。
（安全指導）

・ 危険防止が必要な箇所には，目立つ「ストップ」マークを
表示して，注意する内容を明示している。

・ 廃液の処理などの環境への配慮を育成するための注意事
項も示している。

ストップ

 １年 p.73，１年 p.99，２年 p.27，
　２年 p.35，２年 p.119，３年 p.172

など

探
究
活
動

26

1 年 p.73　注意（ストップ）の例 2年 p.27　注意（ストップ）の例

2年 p.35　注意（ストップ）の例 3年 p.172　注意（ストップ）の例

観点 特色 具体例

1 年 p.73　注意（ストップ）の例

火は下から
近づける

ねじ A
空気調節ねじ

ねじ B
ガス調節ねじ

閉める

元せん

B

B

B B

A

A A

コック

基本操作

火
を
つ
け
る
と
き

炎ほ
の
お

を
調
節
す
る
と
き

火
を
消
す
と
き

①  ねじ A，Bを一度ゆるめ，動くこ
とを確かめてから，軽く閉める。

①  ねじ Aを閉めてから，ねじ
Bを閉める。

ねじ Bを押
お

さえて，ねじ Aをゆる
め，青い炎にする。

ア  空気の量が不足して
いる。

➡ねじAをゆるめる。

イ  空気の量が適切で
ある。

ウ  空気の量が多い。
➡ねじAを閉めていく。

②  ガスの元せんを開けて，コックを開ける。

②  コックを閉めて，ガスの元せんを閉める。

③  マッチに火をつけてから，
ねじBをゆるめて点火する。

③  ねじ Aと Bを少しゆるめ
ておく。

ストップ!!
火を消した直後は，ガスバーナー
の口の付近は熱くなっているので，
さわらないよう注意する。

ガスバーナーの使い方

ガスバーナーの使い
方の動画は，こちら
から確認できます。

1 2 1 1 5
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2 年 p.27　注意（ストップ）の例

塩酸

加熱前と後の物質を試験管に少量とり，うすい塩酸を数
すう

滴
てき

（先生が決めた量）加え，発生する気体のにおいを比べる。

4. 塩酸を加える

・加熱の前後で，物質の色，磁石へのつき方はどのようにちがったか。

・加熱の前後で，物質に塩酸を加えたときの気体の発生のしかたやにおいはどのようにち

がったか。

・加熱によってスチールウールは別の物質に変わったといえるか。その理由は何か。

・この実験の化学変化を Fe，Sの原子カードを使って表す。

ストップ!! ・試験管に火を近づけない。
・ 加熱後の物質は少量にする。
・ においは手であおぐようにしてかぎ，発
生する気体を吸いこまない。

・ においを確認したら，すぐに試験管に水
を加えて気体の発生をとめる。

金属と硫黄の結びつき

結 果
?

考 察
?

加熱後の物質を
ごく少量とる

スチールウールを
ごく少量とる

図9がなぜこのような結果になるか，
探究２の考察の内容をもとに仮説を
立ててみましょう。

図9   銅と硫黄の化学変化

資料

ストップ!! 実験は換
かん

気
き

をよくして行う。
発生する気体を吸いこまない。
銅粉はこの実験に使用しない。

銅線

硫黄

脱脂綿

加熱前の銅線

加熱後
銅と硫黄が結びつく
（硫化銅）

折りながら引く

しんが残る

①  銅線と硫黄（約 1 g）を図のようにして
加熱する。

②  十分に加熱したら銅線を取り出
し，加熱前後の物質の色など，
ようすを比べる。

③  加熱後の変化した部分を
折りながら引いてみる。

「結果」の見方・考え方

「考察」の見方・考え方
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2 年 p.35　注意（ストップ）の例

水（水酸化ナトリウム水溶液）を入
れた装置の電極を電源装置につなぎ，
６Vで電流を流す。

1. 装置に水を入れて電流を流す

② 陰極側と陽極側にたまった気体の性質を調べる。

水酸化ナトリウム水溶液（5%），電気分解装置，電源装置，導線，バット，マッチ，線
せん

香
こう

，保護めがね

①  気体がたまったら電流を流すのを
やめ，発生した気体の体積を比べる。

2. 発生した気体を調べる

ストップ!!
液が目に入ると危険なので，保護めが
ねをかける。
水酸化ナトリウム水溶液が手や服につ
いたら，すぐに多量の水で洗う。

①　陰極側と陽極側にたまった気体の体積の比は，およそ何対何になったか。
②　陰極側の気体にマッチの炎

ほのお

を近づけるとどうなったか。
③　陽極側の気体に火のついた線香を入れるとどうなったか。

・陰極側，陽極側に発生した気体はそれぞれ何か。
・水に電流を流すと，水はどのように変化したといえるか。

準備準備

方 法

結 果
?

水に電流を流したときの変化

考 察
?

水酸化ナトリウム
水溶液を
上まで満たす

陽極陰極

電気分解装置を
バットに入れる

気体がたまる

陰極側にマッチ
の火を近づける

陽極側に火の
ついた線香を入れる

原子カードを使って
話し合おう。

電源装置

「結果」の見方・考え方

「考察」の見方・考え方
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3 年 p.172　注意（ストップ）の例

ストップ!!

実験のときは保護めがねをかける。また金属イオンをふくむ
水溶液は，キッチンタオルなどでていねいにふき取り，流し
には捨てない。水溶液や使用済みのキッチンタオルは先生の
指示にしたがって回収する。

ろ紙

マグネシウム
リボン

付着した物質

プラスチックの
薬さじ

マグネシウムリボン 鉄板 銅板

塩化マグネシウム水溶液 × × ×

塩化鉄水溶液 ◯ 磁石につく × ×

塩化銅水溶液 ◯ 赤色で金属光沢がある ◯ 赤色で金属光沢がある ×

金属の種類によるイオンへのなりやすさ

②  ビーカーに塩化鉄水溶液（約10％）を入れ，マグ
ネシウムリボンをひたす。マグネシウムリボンに付
着した物質をろ紙にうつし，薬さじの背で強くこ
すったり，磁石を近づけてみたりする。

①  ビーカーに塩化銅水溶液（約 10％）を入れ，
鉄板をひたす。鉄板に付着した物質をろ紙にう
つし，薬さじの背で強くこすったり，磁石を近
づけてみたりする。

結果例

①  ３種類の金属を１cm角に切り，実験用プレー
トのそれぞれのしきりに入れる。

②  塩化マグネシウム水溶液，塩化鉄水溶液，塩化
銅水溶液それぞれをこまごめピペットでとり，
３種類の金属に水溶液を数滴

てき

たらして変化を観
察する。

A   イオンへのなりやすさを比
ひ

較
かく

する

B   現れた金属を確かめる

※　金属板に物質が付着した場合は○，変化しない場合は×としている。

鉄板 銅板

塩化マグネシウム
水溶液

塩化鉄
水溶液

塩化銅
水溶液

マグネシウム
リボン

鉄板

塩化鉄
水溶液

塩化銅
水溶液

鉄板

付着した物質

磁石

マグネシウム
リボン

実験用プレート

塩化マグネシウム水
すい

溶
よう

液
えき

（10％），塩化鉄水溶液（10%），塩化銅水溶液（10%），マグネシウムリ
ボン，鉄板，銅板，こまごめピペット，実験用プレート，ピンセット，磁石，薬さじ（プラスチッ
ク製），キッチンタオル，保護めがね

準備準備

実  験
実験 Aで金属板に現れた
物質をつきとめるには，実
験Bの方法があります。
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器具や材料は入手しやすいか。
（観察・実験の技能）

・ 器具や材料などは，入手しやすく，学習効果の面からも
有効で適切である。さらに，指導要領にともなって新た
に実施する実験でも，すでにある器具を流用したり，演
示実験扱いにできるようにするなど，学校の実情に合わ
せて実施できるように配慮されている。

探究

 ３年 p.57 ～ 60，３年 p.175

探
究
活
動

27

3 年 p.58　新実験を理科室にある素材で行う 3年 p.175　ダニエル電池の原理を，結果の写真をもとに考察する

観点 特色 具体例

探究の Can-Do List

実験A
　 変 える条件  おもりを落とす高さ
　 そ ろえる条件  おもりの質量
実験B
　 変 える条件  おもりの質量
　 そ ろえる条件  おもりを落とす高さ
　として実験しました。

単 2乾
かん

電
でん

池
ち

（3），厚紙の筒
つつ

（アルミニウムはくなどのしん），実験用スタンド（クランプつき），
ものさし，ビニルテープ，太いストロー，えんぴつ，はさみ

①実験装置を組み立てる。　　
②おもりの質量を一定にし，落とす高さを変えて，えんぴつが打ちこまれた深さをはかる。
③おもりを落とす高さを一定にして，質量を変え，えんぴつが打ちこまれた深さをはかる。
④結果から，位置エネルギー，おもりの質量，おもりの高さの関係を考察する。

準備準備

方 法

実  験

おもり（単２乾電池）

①  机の足や壁
かべ

など（垂直で安定
したところ）を準備して，厚
紙の筒と，ものさしを貼

は

りつ
ける。

②  右の写真のように実験装置を
組み立てる。

1. 実験装置を組み立てる
この実験は，おもり（乾電
池）がもつ位置エネルギー
を，えんぴつが打ちこまれ
る深さではかろうとしてい
ます。厚紙の筒

（アルミニウムはく
のしん）

実験用スタンド

クランプ

ものさし

机の足や壁など

ビニルテープ

太いストロー

えんぴつ

台

調節ネジを回し，おもりの
質量に応じて，えんぴつが
ちょうどよく打ちこまれる
強さにクランプをしめる。

ポイント
クランプを縮

ちぢ

めて，一
番下まで下げ，スタン
ドの台でクランプを支
えるようにする。

ポイント

クランプクランプ

 58 

3 年 p.175　ダニエル電池の原理を，結果の写真をもとに考察する

見 方

考え方

この
時間の
課題しっかり考察

ダニエル電池の電極の変化は，
イオンと電子でどのように説明
できるか。

ダニエル電池のしくみを使って電流を取り
出し続けると，電極の金属は右のように変
化しました。この結果をもとに，化学電池
の原理をイオンの化学式で説明しましょう。

ダニエル電池の電極の変化は，イ
オンと電子でどのように説明でき
るか。

  化学電池と電子やイオンの移動
を関連づける

ダニエル電池の原理探 究 7

図6   ダニエル電池の電極の変化

?
気 づ き

課 題
?

水溶液を交
こう

換
かん

しな
がら 50 日間電流
を取り出し続けた
結果

亜鉛

銅

この探究活動では，図 6の結果を，
自分たちで考察してレポートをつく
るところまでやってみましょう。レ
ポートのかき方についてはQRコー
ド先から。
これまで理科を学んできた君たちな
らできる！

ダニエル電池をつくりモーターにつなげると，モー
ターがまわる。銅の棒が電池の＋極であり，亜鉛の棒
が-極である。

硫酸亜鉛
水溶液

硫酸銅
水溶液

亜鉛の棒 銅の棒

セロファン

  水溶液の変化をイオンの化学式
で表すことができる

ダニエル電池

1 2 3 2 9

 175 



原理や法則の理解を深めるためのも
のづくりや季節を変えての継続観察
・観測など，科学的な体験や自然体
験の充実が図れる配慮があるか。
（ものづくり，継続観察）

・ 生徒が自ら活動できるものづくりの内容を「やってみよ
う」として掲載している。

・ 継続観察・観測が適している探究では，単元のはじめに
その内容を取り出し，自然体験の充実が図れるように構
成されている。

やってみよう

 1 年 p.154，１年 p.164
など

継続観測・継続観察

 2 年 p.220，3年 p.188 ～ 191

探
究
活
動

28

1 年 p.154　ものづくりの例 1年 p.164　ものづくりの例

2年 p.220　継続観測の例 3年 p.190　継続観測の例

観点 特色 具体例

1 年 p.154　ものづくりの例

Can-Do List 自己チェック☑- 何ができるようになったか -

Can-Do List
できるようになりたい目標

1A-015-2

半透明の
スクリーン

（ア） （イ）

はん とう  めい

焦点距離の短い凸レンズ
（５～10cmぐらい）

焦点距離の長い凸レンズ
　　　（40cmぐらい）

㋑の凸レンズから
のぞいて見る

㋐または㋑を前後に動かして，
どのような像ができるかを見る

しょうてんきょ　り

凸レンズを取りつける
ための穴をあける

切り取る

牛乳パック
（１リットル）

㋐ ㋑

黒い画用紙を巻いて，
㋐と㋑をつなげる

㋐ ㋑

やってみよう

　図 Aのように，（ア）の凸レンズでスクリーンにうつし
た実像を，（イ）の凸レンズで虚

きょ

像
ぞう

として見ると，像は拡大
されて見えます。このとき，スクリーンを取り除いても同
じように見えます。
　このようなしくみを利用して作られたものが望遠鏡です。
図Bのようにして，簡単な望遠鏡を作ってみよう。

ストップ!!

望遠鏡で太陽を見てはいけない。

凸
とつ

レンズでの物体の見え方を
「光線と作図」という根

こん

拠
きょ

を
もって説明できるようになり
ましたね。章のはじめのCan-
Do List（p.132）にもどって，
身についた力をチェックして
みましょう。
次の章では音の性質をみてい
きましょう。

この方法でつくった望遠鏡で見た像

図A   望遠鏡の原理

図B   手作り望遠鏡

望遠鏡を作ろう

この章でどのような学習をしてき
たのか，授業のプリントや教科書
などをふり返り，自分でまとめて
みましょう。
QRコード先で，
この章のまと
めや基礎問題
を確認するこ
ともできます。 1 2 1 2 3
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1 年 p.164　ものづくりの例

ストップウォッチを同時にスタートさせて，
A点とB点にそれぞれ移動する。

A点

B点

ストップ
ウォッチ

糸がピンと張る
ようにしてとめる

定規に近いところに
穴をあけ，糸を通す

糸を巻いてセロハン
テープでとめる

セロハンテープ
でとめる

紙コップ

40cmくらい
の定規

やってみよう

やってみよう

音の速さ〔m/s〕
❶
=
　　　　AB間の距離〔m〕

　　　　　　　　　　音がAB間を伝わる時間〔s〕
❶　sは「秒」を表し，英語の second の頭文字である。m/s はメー
トル毎秒と読み，１秒当たりに何m進むかを示す単位である。

音の伝わる速さを調べる方法について話し合い，グループ
に分かれて調べてみよう。
〔方法の例〕
①  100m以上離

はな

れた 2つの地点（A地点，B地点）を決め，
その距

きょ

離
り

をはかる。
②  2 人が同時にストップウォッチをスタートさせ，それぞ
れA点と B点に立つ。

③  A 点で競技用号
ごう

砲
ほう

をうち，その音を聞いた瞬
しゅん

間
かん

に，2人
ともストップウォッチを止める。

④  2 人のストップウォッチの時間の差から，音がAB間を
伝わる時間を求め，下の式から音の速さを求める。

ストップ!! 号砲のそばでは耳せんをする。

この
時間の
まとめ

・ 音源の振
しん

動
どう

は，振
しん

幅
ぷく

と振
しん

動
どう

数
すう

で表すことができる。
・ 音の大小は振幅，音の高低
は振動数と関係している。

音の伝わる速さを調べよう

●水を入れたビーカー ●紙コップ弦
げん

楽
がっ

器
き

①  水量を少しずつ変えたビー
カーを準備する。

②  木の棒でビーカーを軽くた
たく。

①  紙コップに糸を通し，図のように定規に固定
する。

②  指で糸を押さえる位置を変えて，音の高さを
変えてみる。

●ストローぶえ

①  ストローの先
せん

端
たん

を下のように切る。
②  どうしたら音の高さが変わるか，ストロー
の長さや切り方を変えて試してみる。

楽器を作ろう

切った方を口にくわえて，唇
くちびる

で
強く押

お

しつぶしながら息をふく。

ストローの先端が
三角形になるように切る
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2 年 p.220　継続観測の例

継
け い

続
ぞ く

観測　気象要素の観測

見 方

考え方

この
時間の
課題

天気予報などは，「気温」，「湿
しつ

度
ど

」，「気
圧」，「天気」，「雲の量」などの気象要素
（→ p.245）を観測したデータをもと
につくられています。気象要素はどのよ
うに変化しているのでしょうか。また，
天気の変化と気象要素はどのように関係
しているのでしょうか。

インターネットでも，観測
された気象要素が公開され
ています。各市町村の気象
台で情報を公開しているこ
ともあるので調べてみま
しょう。

「雲の量」ってどうやっ
てはかっているんだろう。
ほかの気象要素は何か機
械を使ってはかるのかな。

「湿度」って，空気の
「湿

しめ

りぐあい」のことだ
よね。１日のうちでも
「湿りぐあい」は変化し
そうだね。

気象要素を計測するの
に適切な器具を準備し
よう。
観測する時刻と要素を
決めて，壁

かべ

に表をはっ
ておくのがいいと思う。

季節によって天気に特
とく

徴
ちょう

があるよね。気象要
素も季節ごとにちがう
と思う。

天気予報で，低気圧が近
づくから雨になると言っ
ていたよ。気圧と天気が
関係するのかな？

晴れの日は，朝に気温
が低くて，昼過ぎに気
温が最高になることを
学習したね。

天気の変わり目には，
気温や湿度に変化が
見られると思う。

だれがどの要素を観測す
るか，分担を決めた方が
いいね。
気温は変化し続けるだろ
うし，１日何回もはかろ
うよ。あ，どうせなら30
分おきにはかろうか。

30 分おきは，現実的に
ははかれないでしょう？
用事があったらどうする
の？それにすごくこまめ
にはかったからといって，
ちがいが出るのかな？

気象要素どうしにはどのよう
な関係があるか。

  天気の変化を調べるとき
は，気象要素に分ける
  気象要素どうしを関係
づける気象要素の関係探 究 1

?
気 づ き

課 題
? 気象要素どうしにはどのような関係があるか。また気象要素の

変化を調べるための観測は，どのように行ったらよいか。

仮 説
?

計 画
?
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3 年 p.190　継続観測の例

継
け い

続
ぞ く

観測２　月の観測
見 方

考え方

この
時間の
課題

月の位置と満ち欠けの決まりは，太陽，地球，月の位置の変
化でどのように説明できるか。モデルをつくって説明する。

ストップ!! 夜の観測は必ず保護
者といっしょに行う。

1日のうちに月を観測
すると，太陽と同じよ
うに位置が変わって見
えるんだよね。

満ち欠けはどうして
起こるんだっけ？

月を毎日同じ時刻に観
測すると，満ち欠けだ
けでなく，見える位置
が変わるんだよね。

月の満ち欠けのしかた
には決まりがあること
を小学校で学んだね。

月は約１か月で元の位置
にもどるとすると，１日
おきか２日おきに観測す
るのが適当かな。

まずは観測して実際
どのようになってる
か調べよう。

ぼくは図で表した方
が考えやすいかな。

月の見え方を考えるときは，
月の模型をつくって実際に
動かしてみたほうがわかり
やすいと思う。

モデルを使って考えよう。
小学校では，月の代わり
に，ボールに光を当てて
考えたよね。

月，地球，太陽の位置
関係はどうなっていた
かな？（→p.197図8）

しっかり考察

月の位置と形の変化を
観測する

探 究 2

?
気 づ き

課 題
?

仮 説
?

計 画
?

月の位置と満ち欠けの決まりは，
太陽，地球，月の位置の変化でど
のように説明できるか。

  月は満ち欠けする
  月の満ち欠け，宇宙・地球上
からの見方を関係づける

（あなたの仮説）
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