
１　編修の基本方針
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編　 修　 趣　 意　 書
（教育基本法との対照表）

受理番号 学　校 教　科 種　目 学　年

31-7� 中学校 理科 理科 ２

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号 教科書名

11 学図 理科　̔０３ 中学校 科学２

　当社は，これからの社会の中で，子供たち一人ひとりが持続可能な社会の担い手として主体的
に生きていくためには，個々の考えを尊重して問題解決を進め，共に高め合う力の育成が重要だ
と考えています。教育基本法に示された目標を大前提として，自社の理念をふまえて理科の資質・
能力を伸ばせるよう，本教科書では内容の刷新を行いました。

【当社の編修理念】

多様性を前提とした問題解決能力の育成

● 多様な他者と
　 コミュニケーションする力

● 少数意見も尊重した
　 合意形成する力

● 「なぜ？」 「わかった！」を
　 尊重する心

● 論理的に考える力

● 未解決の問題への関心

● 社会に貢献する意欲

● 知識・技能が，確実に身につ
く教科書

● 見通しをもって，主体的に探
究する力，論理的に探究する
力を育てる教科書

● 思考力・判断力・表現力を伸
ばす教科書

知識と教養を高め，
真理を求める
態度を育てる

● 協力を重んずる教科書

● 話し合いの態度を育てる教科書

● 日常生活や職業と学習内容の
関連がわかる教科書

協力を重んじ，
社会に貢献する
態度を育てる

● 生命を尊重し，自然環境を
　保全する態度を育てる教科書

● 持続可能な開発目標を意識し
た教科書

● 防災・減災，安全への意識を
高める教科書

自然を大切にし，
自国・他国を尊重する

態度を育てる

教育基本法　第一号 教育基本法　第二号，第三号 教育基本法　第四号，第五号

刷新を果たした紙面と，
連動するインターネット教材で実現します連動するインターネット教材

次ページより紙面例
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●　知識と教養を高める

●　真理を求める態度を育てる

第一号　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。

　２年生では，探究の過程で重要な「仮説」の設
定と，それを確かめる「計画」を立案できる力を
育てます。そのために，ר಄では探究の進め方を
説明しました。また，各単元の探究では，力をೖ
れるςーϚを「しっかり仮説」「しっかり計画」
といったϚーΫでわかりやすくしてあります。

　科学的な探究を行うために前提となる知識が確
実に身につき，理解が深まるよう配慮しています。
具体的には，理解を深めるためのページを “ わか
りやすく ” 簡潔にまとめ，探究のページの体裁と
明確に独立させています。これにより，生徒の自
学自習での振り返りを行いやすくなっています。
　また，QR コード先のインターネοト教材とし
て，基礎問題やコラムなどを充実させています。
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単細胞生物は，呼吸したり，養分をとったり，子を残したりといったはたらきを 1つの細胞だけで行っている。
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๔は酸ࡉ๔は生物のからだをつくる基本単位で，すべてのࡉ　

素を取りೖれ，二酸化炭素をഉ
はい

ग़
しゅつ

している。このはたらきを

細
さい

胞
ぼう

呼
こ

吸
きゅう

（
❶

内
ない

ݺ
こ

ٵ
きゅう

）という。また，ࡉ๔が生命をҡ
い

持
じ

するた

めにはཆ分
❷

が必要である。ཆ分は酸素とともにࡉ๔֎から取り

ೖれられ，ࡉ๔内では，ཆ分と酸素が݁びつけられてエネル

ギーが取りग़される。その݁Ռ，二酸化炭素と水などがつくら

れ，ࡉ๔֎にഉग़される（図 2）。このときಘられたエネルギー

でࡉ๔の生命がҡ持される。

　水中の小さな生物であるϛカρΩϞやκウリムγなど（図

3）のからだは̍つのࡉ
さい

๔
ぼう

からできていて，このように̍つの

๔からなる生物を単ࡉ
たん

ࡉ
さい

๔
ぼう

生物という。

❶　細胞呼吸に対して，動物の肺や
え
・

ら
・

で行われる酸素と二酸化炭素
の交

こう

換
かん

は，外
がい

呼
こ

吸
きゅう

という。（→ｐ．
112）

❷　生物が生命を維持したり，成長
したりするためには，さまざまな
物質が必要である。このような物
質のうちの水以外を，この教科書
では「養分」とよぶ。

ヒトも細胞でできているのでしょうか。
次の時間でみていきましょう。

図2   細胞が生命を維持するしくみ

図3   単細胞生物

この
時間の
まとめ

・生物は細胞からできている。
・ 細胞は生物をつくる基本単

位である。

0.05 mm

0.05 mm
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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?

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。

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。

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。

究の進め方究の進め方探

特に2年生で気をつける

特に１年生で気をつける

どうやって
理科を学ぶの？
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見 方

考え方

この
時間の
課題

水水水

気体が
発生する気体が

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

Ε͍͖Ό͘

ਫৠؾ

Ճ

ਫ

Ճ

ණ

ྫྷ٫

ྫྷ٫

ମݻମӷମؾ

原子モデルをいかした仮説2
水の電気分解では，陽極とӄ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
?

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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見 方

考え方

この
時間の
課題

デンプンは葉の細胞の中のどの
部分でできるか。

  デンプンのଘࡏと葉体を関係
づける

この実験でもオオカナダモ
を使います。探究３を参考に，
 変える条件 
 そろえる条件 
を考えてみましょう！

表側

裏側

葉は細胞でできているから，
問題は「細胞のどこか」と
いうことですね。

葉の緑色の部分でデン
プンができることは，
探究３で確認したよね。

細胞の中に緑色の
粒
つぶ
があったよね。

日光が当たると葉緑体
でデンプンができると
仮定しよう。

オオカナダモを日光にあてて，
デンプンができるかを確かめ
たいな。このときに
 変える条件 
 そろえる条件 
を整理しよう。

 変える条件 
 そろえる条件 
を考えて実験計画を立てな
いと，結果と原因がわから
なくなるんだったね。

 変える条件 は，日光
だけにしないとね。

１つの細胞

図9   ツバキの葉の断面

?
気づき

課題
? デンプンは葉の細胞の中のどの

部分でできるか。

仮説
?

計画
?

デンプンのできる場所探 究4
では，デンプンは緑色の葉のどこでできるので
しょうか。図9をもとに考えてみましょう。

葉の表側に葉緑体
が多いね。

0.1 mm

しっかり計画
  生物のつくりには，対応した

はたらきがある
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QRコード先の基礎問題の例（スマートフォンやタブレット
PCがなくても，公共PCから接続できるよう配慮しています。）

QRコード先の教材の例知識や理解を高めるページ（p.80）

探究の進め方を説明するページ（p.6）

課題に対する仮説を考える活動を重視するページ（p.33）

各単元の探究のページ（p.99）



電流と磁
じ

界
か い

第2章

火力発電で使用するガスタービン
（兵庫県高

たかさご

砂市）

□ 磁石のまわりにできる磁界のようすを理解で
きる。

□ 電流，磁界，力の関係を理解できる。
□ 調べる目的に応じて適切な計測器を選び，正
しく使うことができる。

□ 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ることができる。　　　
　 （学年目標）

□ 変化させる条件と一定にする条件を決めて実
験計画を立てることができる。 （学年目標）

□ 結果を分
ぶん

析
せき

して解
かい

釈
しゃく

し，電流と磁界の関係を
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

□ 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

どのように学びに向かうか
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第2章

 変化させる条件と一定にする条件を決めて実

使うか

෩の報をもとにお٬様へのӨڹを考
え，「ඈばす」「ඈばさない」の判断をし
ます。運ߤ可能と判断したら，෩のӨ
したフߋが少ないඈ行経路や高度に変ڹ
ライトプランを࡞成し，ඈ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，天ީのӨڹを大きく受けます。
どのような仕事が天ީによってӨڹを受けるの
か，どのように対ॲ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！

෩によって欠ߤศが発生した合，多
くのお٬様が手続きカウンターを๚れる
ため，カウンターの人数を૿やしておき
ます。天気と運ߤ報は常にチェックし，
最新の報をお٬様にえます。

グランドスタッフ

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

運航支援者
෩の進路を事前に確認し，
出発地と到ண地の天気を確
認します。また，෩に
よって，ඈ行経路の気流が
どのようなӨڹを受けるか
を事前にイϝ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٬
様に安全にってもらえる
ように，٬ࣨһ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。 1 2 2 0 4

⑦

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。

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

現代社会で活躍中の人たち

⑤

3

●　協力を重んじる

●　社会に貢献する態度を育てる

第二号　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。

第三号　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。

　科学的に探究する過程には，多様な個性を持った人
たちとの話し合いが含まれること，その重要性を意識
しやすい構成にしました。探究の仮説設定や計画立案
の場面は，必ず生徒の話し合いの場面を提示していま
す。また，探究によっては，別の実験をしたグルー
プとの話し合いで考察を導く流れにしました。

　私たちの生活が，科学の知識と考え方によって
成り立っていること，また，さまざまな職業につ
く人々の協力によって成り立っていることを意識
しやすい構成にしました。

葉の表面を顕微鏡で観察する

A．根や茎の断面に見られたつくりをスケッチする。

B．葉の断面に見られたつくりをスケッチする。

C．葉の裏側の表皮に見られたつくりをスケッチする。

・ 根から茎を通って葉のもとまで運ばれた水は，その

後どうなると考えられるか。（Aの観察をした人，B

の観察をした人，Cの観察をした人で，それぞれの

結果をもとに話し合い，まとめる）

観 察C

Aの観察をした人は，Bの観察
をした人に，自分たちの結果と
考え方をしっかり説明できるよ
うにしておきましょう。BやC
の人も同様です。

植物が水を運ぶつくり

結果
?

考察
?

葉の表側に，刃を
軽く当てて切れ目
を入れる

ਕをܰくҾいて，葉をすべて切らない
ようにする。

ポイント

葉を折り，裏側の表皮をはがす

葉の裏側の表皮

葉の裏側の表皮を，さらに
小さく切り取る

切片

スライドガラス

スポイトで
水を１滴

てき

たらす

カバーガラスを置く

葉の裏側の表皮

柄つき針

「結果」の見方・考え方

「考察」の見方・考え方
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QRコード教材（話し合いの方法を説明するページ１年生p.12） 複数の実験方法から考察を導く活動を示したページ（p.91）

科学の発展に貢献した・している人たちを紹介するページ（巻頭⑤） 学習内容と日常生活との関連を示すページ（巻頭⑦）

ガスタービンのメンテナンス（p.182）



4

●　自然を大切にする

●　自国・他国を尊重する態度を育てる

第四号　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。

　動২物が生命をҡ持するしくみを知ることで，生
命を大にする心情を育てるよう，また，地域の気
象現象を調べることで，地域のѪணを育てるよう
に構成しています。

　日本の伝統や文化を科学的な視点で取り上げる教材，国際的な協調を意識する教材を取り上げています。

●　防災・減災，安全に留意する態度を育てる
　自然災害の例を取り上げ，身近な地域でどのよ
うな防災・減災対策が立てられているか調べる活
動を設けています。また，自然現象は，災害だけ
でなく，私たちにとって恵みとなることもバラン
スよく取り上げています。

サイエンスカフェ

サイエンスカフェ

　いっぱんに，食品は空気中の酸素によって酸化
されると，味や色が変化したり，有害な物質が生
じたりしてしまうなど質が落ちます。食品の酸化
を防ぎ，長期保存するために，食品を酸素にでき
るだけ触

ふ

れさせないくふうがされています。
　たとえば，スナック菓

が

子
し

の袋
ふくろ

（プラスチック
製）では，袋の分子どうしの間のすき間を空気中
の酸素が通りぬけないように，アルミニウムのう
すい膜

まく

をはりつけている場合があります。

　また，食品の袋の中に，酸素を取り除く脱
だつ

酸
さん

素
そ

剤
ざい

を入れてある場合もあります。いっぱん的な脱
酸素剤には，食品よりも酸化されやすい鉄粉が
入っています。
　食品添

てん

加
か

物
ぶつ

として「酸化防止剤」が食品や飲料
水に入れられることもあります。酸化防止剤は，
酸化されやすい物質からできており，食品の代わ
りとなって酸化されることにより，食品そのもの
の酸化を防止します。

ポテトチップスの袋の内側 鉄粉を使った脱酸素剤 ハムの酸化防止剤

資料

食品の酸化を防ぐ＝劣
れっ

化
か

を防ぐ

資料

粉
ふん

じん（粉
ふん

塵
じん

）爆発

　「粉
こな

が爆発」と聞いたら火薬を想像しますが，
じつは意外なもの─小麦粉が爆発することがあり
ます。有機物の小麦粉は燃焼しますが，普通はじ
わじわ燃えるだけです。ところが，空中に細かな
粉が舞った状態では，空気中の酸素との接触面積
が広く，燃えやすくなります。１か所で火がつく
と周囲に燃え広がり，発生した熱による空気の急
激な膨

ぼう

張
ちょう

が合わさって爆発となります。空中に舞
う粉を「粉じん」というの
で，この現象は「粉じん爆発」
とよばれます。
　粉じん爆発を起こす粉は
小麦粉に限りません。砂糖
の粉，トウモロコシの粉，

木の粉，石炭の粉，金属の粉など，さまざまな物
体で起こった例があります。2018 年にも，化学
工場でプラスチックの粉じんで爆発火災が起こる
大きな事故がありました。この事故では，爆

ばく

風
ふう

で
さらに周囲の粉が舞い，粉じん爆発が連

れん

鎖
さ

して大
規模になりました。
　可燃物の粉が出る工場や倉庫では，粉じん爆発
を防ぐ対策をしています。


つつ

の中に小ഴ粉を入れて点Րし，粉じんര発を起こす実験

5

10

15

20
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見 方

考え方

この
時間の
課題気象に関わる恵

め ぐ

み・災害3
天気の変化は私たちの生活にどの
ようなӨ

えい

ڹ
きょう

をおよぼすか。

  気の変化は，私たちにܙみや
災害をもたらす

  気の変化と私たちの生活
を関係づける

●  気象の変化がおよぼす恵み

（富山県黒部ダム）

（d）風力発電に使われる風（秋田県にかほ市）

　෩により，ڧい෩によるݐ物のഁ
は

յ
かい

や，水害，砂災害

（がけくずれなど），高
たか

ை
しお

などがىこり，毎年多くのඃ
ひ

害
がい

がग़

る。一方で，෩のӍのおかげで，水ෆの解消になることも

ある。このように，気象現象は災害の原Ҽにも，天然資源にも

なる。

水ࢿ源

　日本のは̍年中水が流れ続け

ている。これは，日本でൺֱ的降

水が多く，ࢁ間෦にたくわえられ

た水が中にอたれるなどして，

じΐじΐにに流れこΉからであ

る。水は資源としてとらえること

ができ，ݹくから生活༻水や業

༻水として使われていて，現在で

は大量に必要な工業༻水としても

立っている。

エネルギーࢿ源

　水力発電では，水が流れる力を

ར༻して発電ػをճし発電する。

こうした発電にはいっぱん的に大

なμムが必要であり，μムにن

豊な水をたくわえてར༻してい

る。その水のもとも降水である。

また，෩力発電は෩の力をར༻し

て，発電ػにつながった෩車をճ

し発電する。気象現象は，こうし

たエネルギー資源としてもར༻さ

れている。

（c） 観光資源としての湿
しっ

地
ち
（福島県檜

ひのえまた

枝岐村）

資料
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水ࢿ源

（福島県檜
ひのえまた

枝岐村）

水ࢿ源

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 発 見

気象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。

市町村で公開している情報や，イン
ターネットの情報を調べてまとめ，
自分たちの考察も加えましょう。

気候や季節によって，どんな
災害が起こりやすいのか，ど
のような対策が考えられてい
るのか調べてみよう。

地域によっては天気に関係した
こ
ɾ
と
ɾ
わ
ɾ
ざ
ɾ
があります。そのこと

わざが，この単元の学習内容を
もとにどのように理解できるか
調べてもよいですね。

雨は私たちの生活に欠かせない
けど，降水量が多すぎでも少な
すぎても，自然災害が起こるこ
とがあるんだね。

気象に関わる恵
めぐ

みや災害探 究5
?

気づき

課題
?

台風などで洪
こう
水
ずい
が起きたときに備えて，

危険な地区や避
ひ
難
なん
場所をまとめた地図（ハ

ザードマップ）をみたことがあるよ。

日本の四季の天気の特
とく

徴
ちょう

とその
原因を考えられるようになりま
したね。また，気象現象は私た
ちに恵みや災害をもたらしてい
ることもわかりました。章のは
じめのCan-Do List（p.254）
にもどって，身についた力を
チェックしてみましょう。

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。レ
ポート例については，
QRコード先を参考にし
てもよいでしょう。

テレビニュースなどでは，次のような言葉が使われることがあります。
・これまでに経験したことのないような大雨，数十年に一度の大雨
・ただちに命を守る行動をとってください。
どのようなときに使われるか調べて，そのときどうするか話し合って
みましょう。

この
時間の
まとめ

Ӎや෩などの気の変化は，
私たちにとって自然災害にな
る一方で，ࢿ源としても利用
できる。

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 2 3 9

1 2 2 4 0
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ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
は
く
で
お
お
っ
た
葉

日
光
に
当
て
た
葉

青紫色に染まった葉緑体

結果・考察

日光を当ててから脱色した葉では，細
さい

胞
ぼう

内の葉緑体だけにヨウ素デンプン反
応が見られたことから，葉緑体にデン
プンがあることがわかる。このことか
ら，葉緑体でデンプンができたという
ことができる。

・日光に当てたあと脱
だっ

色
しょく

した葉にヨウ素
液をつけると，葉緑体の部分だけが青
紫
むらさき

色に染まった（ヨウ素デンプン反応
が確認できた）。

・アルミニウムはくでおおった葉には，
ヨウ素デンプン反応が確認できなかっ
た。

図10   探究４の結果例

ほかの種類の植物で実験して
みても同じ結果になるのかな。

私の班は葉の軸
じく

でしかヨ
ウ素デンプン反応が見ら
れなかった。他の班は葉
の全体で見られたのに。

個体間で，私たちが同じ条件
にしきれなかった要因がある
かもしれません。本実験と対
照実験で正確に条件を整える
ことは難しいのです。

デンプンのできる場所

結果
?

考察
?

?
ふり返り

（b）スケッチ例

（a）ヨウ素デンプン反応のようす

この
時間の
まとめ

デンプンは，葉の細胞の中の
葉体でできると考えられる。

光合成は植物にとってどのような
役割をもっているのでしょうか。

0.05 mm

0.05 mm
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2-4

ふり返って深める 教えて深める

発信して深める

学び続ける理科マスター！「深めて」
  目指せ！

四季の天気

天気予報
気象要素

蒸し暑さ

夕立

夏の天気

雲のでき方冬の天気
湿度

日本海側は
雪　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

　まず，この単元で学んだ用語を使って連想
ゲームをしながら，用語どうしを線で結んでい
きましょう。そのあとで，学習した用語に関係
する日常のことがらを探してみましょう。

 キーワードマップ
単元はじめの問いに，もう一
度答えて，自分の成長を確か
めましょう。

この単元で学んだ用語をつなげて
「日常との関連」を探しましょう。

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

私は，地域で伝わる天気
のことわざについて興味
をもち，まわりの人に聞
き取りしながら例を集め
ました。

●　佐
さ

渡
ど

島
しま

の山が見えると天気がよくなる。
　（新潟県新

し

発
ば

田
た

市）
　 この地区の西方に佐渡島が見える。佐渡島
の山が見えるときは西の空が晴れているた
めで，たいてい翌日も晴れる。

●　富士山に入道雲が出ると三
さん

把
ば

稲
いね

。
　（埼玉県白

しら

岡
おか

市）
　 富士山の方角（南西）に入道雲が出ると，三

͞Μ

把
Θ

（三つの束
ͨ

）の稲
͍Ͷ

を刈
͔

り終わらないうちに
雨になる。

　　学びのあしあと（→ p.21�）

ӢができӍが降るしくみを図や文章で説明

してみましょう。
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見 方

考え方

この
時間の
課題

＋＋
酸化銅 炭素 銅 二酸化炭素

還元

酸化

Cu O Cu O C Cu Cu O OC

木炭

砂鉄

還元されて
できた鉄

空気を
送りこむ

ねんどで作った炉

ふいごをひらくと
空気が入る

ふいごをちぢめると
空気が出る

　探究 8 のように，酸化物から酸素を取りআく化学変化を

還元という。ؐ元は，酸化と反対の化学変化である。酸化銅

がؐ元されるとき，炭素は酸化銅から取りআいた酸素によっ

て酸化されている。このように，ؐ元がىこるときは，同時

に酸化もىこる（図 5）。

　ؐ元がىこるのは，酸素と݁びつきやすい物質（探究̔の場

合は炭素）が，酸化銅の酸素と݁びついて酸化物（二酸化炭素）

となり，もとの酸化物（酸化銅）が単体（銅）としてるからで

ある。

図5   還元と酸化

次の時間は，化学変化のほかの
利用例をみていきましょう。

●  還
かん

元
げん

  化学変化と酸素原子のҠ動を
関係づける

酸化銅から酸素をうばう化学変化
はどのようにまとめられるか。

この
時間の
まとめ

 酸化物から酸素をうばう化学変化
はؐ元とよばれ，ؐ元が起こると
きは，ಉ時に酸化も起こる。

図6   還元の利用ーたたら製鉄ー

資料

「ふいご」で空気を効率よく送りこむ。

　たたら製鉄は日本古来の製鉄方法
で，千年以上の歴史をもつ。
　たたら製鉄では，炉

ろ

の下からふ
・
い
・

ご
・
で空気を送りこみながら，砂鉄（酸

化鉄）と木炭（炭素）を交
こう

互
ご

に炉の
中へ入れて燃やしていく。1回の操
業につき，3昼夜，約 70 時間燃や
し続けることにより，酸化鉄は木炭
で還元されて鉄となり，炉の底にた
まる。こうして，たたら製鉄で作ら
れた良質な鉄は玉

たま

鋼
はがね

とよばれ，日本
刀などの材料になっていた。　

砂鉄を入れているようす

この実験から，酸素は銅よりも
炭素に結びつきやすいことがわ
かりますね。

  物質は原子の集まりでできて
いる

5

10

 65 

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？

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。

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。

「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

生命活動を意識する探究（p.100） 地域の自然を調べる活動を示したページ（p.272）

日本の伝統的な鍛冶を取り上げたページ（p.65） 国際的に協調している SDGs を取り上げたページ（巻頭④）

自然活動の恵みとしての面を取り上げたページ（p.267）

防災・減災対策を調べる活動を示したページ（p.270）身のまわりの危険性を取り上げたページ（p.69）

第五号　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。



２　教育基本法との対照表

5

教育基本法 第２条 特に意を用いた点や特色 該当箇所

第一号　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。

● 学習内容をより深いものにするための知識や技能などをわかりやすく掲載す
るとともに，知識を活用する場面「学びをいかす」を設けることにより，意欲
を高め，学習内容が定着するよう配慮した。

p.61，175，228

● 観察する生物との関わりの中で，命について学び，豊かな情操と道徳心を養え
るよう配慮した。

p.97，124，137「やっ

てみよう」

● 話し合いの際に，相手を気遣うための項目などを示し，豊かな情操と道徳心を
養えるよう配慮した。

p.8QR コード教材

● 単元での学習内に，探究過程の例や考察の例を示すことにより，真理を求める
活動を意識できるよう配慮した。

p.6-7，33，79，

203，223

第二号　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。

● 探究活動，「やってみよう」，単元末の「理科マスター」などの活動場面で，個
人の創造性を育むとともに，お互いの交流を通して個々の価値を認め，更なる
意欲につなげられるよう配慮した。

p.65，68-69，138-

139，272-273

● 身近な生活や仕事などと関連した教材を示し，学習内容とのつながりを持た
せ，更なる興味を呼び起こし，学びを広げられるよう配慮した。

p.25，56，113，

144，228

● 学習内容が生活や職業に生かされていることを示し，理科の学習の有用性を実
感できるよう配慮した。

巻頭④ -p.1，p.176-

177，186

● 個人で調べた内容を，他者と共有してお互いに意見することで，個々の考えを
認め，かつ深め，更なる意欲につなげられるよう配慮した。

p.89，94-95

● 話し合いを促すためのホワイトボードを書籍に組みこみ，お互いの交流を通し
て個々の価値を認め，更なる意欲につなげられるよう配慮した。

教科書巻末

第三号　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。

●  4 人（男子生徒２名，女子生徒２名）のキャラクターが，協力して探究する
様子を示すことにより，自他を敬愛し協力を重んずる態度の育成に配慮した。
また，男子生徒・女子生徒，男性教師・女性教師はバランスよく配置した。

教科書全般

● さまざまな職業につく人々が協力していることを示し，公共の精神や社会参加
を意識できるよう配慮した。

巻頭⑥ -p.1

● 下級生のために自分の経験を伝える場面を設定し，他者のために活動する態度
を養うことができるよう配慮した。

p.68，p.138「1日

先生体験」

第四号　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。

● 観察する生物への配慮を目標に取り上げることにより，生命尊重，環境保全の
心を育てるよう配慮した。

p.74「どのように学

びに向かうか」

● 自ら調べる活動を通して，持続可能な開発目標に貢献できる態度を育成できる
よう配慮した。

巻頭④

● 自然現象に関わる恵みや災害を取り上げることにより，自然とともに生きるこ
とを意識できるよう配慮した。

p.267-269

第五号　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。

● 日本の伝統的な工業や文化を示すことにより，我が国と郷土を愛する態度を養
うことができるよう配慮した。

p.63 図 6，272「学

びをキャッチボー

ル」

● さまざまな地域の写真を扱うことにより，自他共に尊重し，我が国と郷土を愛
する態度を養うことができるよう配慮した。

p.56，144，220，

261，267，268

● 国外の教材を取り上げ，他国を尊重する態度を養うよう配慮した。 p.42，57



１　編修上特に意を用いた点や特色

1

編　 修　 趣　 意　 書
（学習指導要領との対照表，配当授業時間表）

受理番号 学　校 教　科 種　目 学　年

31-7� 中学校 理科 理科 ２

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号 教科書名

11 学図 理科　̔０３ 中学校 科学２

先が見えない
　未来を生きる
　　子どもたちへの贈り物

2.
「深い学び」
を実現するための

理科へ

「見方・考え方」
「資質・能力」

が見える理科へ

3.

仮説設定・計画立案・ふり返り

を実現できる

「探究活動」へ

1.

〜新学習指導要領の理念が無理なく実現できる教科書〜

1
次ページより紙面例



探究のCan-Do List

はかった点 A B C

電流〔mA，A〕

①直ྻ回路の各点で電流の大きさをはかる。　　
②直ྻ回路全体の電流の大きさと，各点の電流の大きさの決まりを見つける。
ᶅฒྻ回路の各点で電流の大きさをはかる。　　
ᶆฒྻ回路全体の電流の大きさと，各点の電流の大きさの決まりを見つける。　　◆電流計を正しく使う。

ס
かん

電
でん

池
ち

（2），౾電球（２，たとえば 2.57 用と 3.87 用），スイッチ，クリップつき導線，

たん

子
し

（2），電流計

豆電球 2 個の直列回路
をつくる。

① 電流計をつなぎたい部分の導線をはずす。
（例はA点をはかりたい場合）

②  電流計をつないでスイッチを入れ，A点の電流の大きさ
をはかる。同じように，B点，C点をはかる。

1.回路をつくる

2.電流の大きさをはかる

直列回路の実験結果

直列回路の場合，A，B，Cの各点を流れる電流の大きさには，どのような関係があるか。

実 験A 直列回路

準備準備

方法

結果
?

考察
?

2.5V 用 3.8V 用

- -＋ ＋

A
B

C

・
・

・

A・

A

B

C

電流計

A
・

「結果」の見方・考え方

「考察」の見方・考え方
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a

b

d
c

豆電球 2個の並列回路を
つくる。

1.回路をつくる

① 電流計をつなぎたい部分の導線をはずす。
（例は b点をはかりたい場合）

②  電流計をつないで，スイッチを入れ，a点，b
点，c点，d点を流れる電流の大きさをはかる。

2.電流の大きさをはかる

実 験B 並列回路

直列回路と並列回路の電流

方法

結果
?

考察
?

並列回路の場合，b点と c点の電流の大きさの和と，a点，d点の電流の大きさには，

どのような関係があるか。

はかった点 a b c d

電流〔mA，A〕

並列回路の実験結果

2.5V用

3.8V 用

- -＋ ＋

a
b

d

・
・

・ c
・

2.5V 用

3.8V 用

b
・

2.5V 用

3.8V 用
b
・

端子

「結果」の見方・考え方

「考察」の見方・考え方
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見 方

考え方

この
時間の
課題

（a）直ྻ回路 （b）ฒྻ回路

豆電球の直列回路や並列回路を流れ
る電流の大きさには，どのような決
まりがあるか。

図 4は豆電球の並列回路と直列回路
で，乾電池の並列回路・直列回路とは
ちがいます。小学校と異なり，中学校
の実験では電池の並列と直列は出てこ
ないので気をつけましょう。電池がど
のような状態であっても，電気用図記
号の「電源」で表します。

回路図をかくと，仮説
を整理しやすくなるね。

豆電球の前後で電流の大き
さは等しいから，導線のど
の部分でも電流の大きさは
同じじゃないかな？

図4では，２つの豆電球
の明るさがちがうみたい。
ということは電流の大き
さがちがうのかな？

それぞれの豆電球に流れ
る電流の大きさをはかる
には，電流計をどのよう
につなげばよいかな？

実験前に電流計のつな
ぎ方を考えておこうよ。
そうすればつなぎ方に
時間を取られずにすみ
そう。

豆電球を２つ使った回路では豆電球を流れる電流の大き
さはどうなるのでしょうか。
（a）は，探究１でも出てきた豆電球２個の「直列回路」，
（b）は豆電球２個の「並列回路」といいます。

準備する器具を考
えよう。
電流計が必要だね。

●  直列回路と並列回路の電流

図4   豆電球２つを使った回路

౾電球の直ྻ回路やฒྻ回路を流
れる電流の大きさには，どのよう
な決まりがあるか。

  回路内の電流を比べ，Ϟデルを
つくる

直列回路と並列回路の電流探 究2

?
気づき

課題
?

仮説
?

計画
?

２つの豆電球の明る
さがちがいますね。

  回路の各点を流れる電流の大き
さには決まりがある

1 2 2 2 8
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B

AC 201ｍA 198ｍA

202ｍA

おそらく
A点の電流＝B点の電流＝C点の電流

491mA

おそらく
a点の電流＝b点の電流＋c点の電流＝d点の電流

496mA

265mA

222mA

a

b

d

c

B

AC 201ｍA 198ｍA

202ｍA

おそらく
A点の電流＝B点の電流＝C点の電流

491mA

おそらく
a点の電流＝b点の電流＋c点の電流＝d点の電流

496mA

265mA

222mA

a

b

d

c

この結果がほんとうに
いっぱん的な決まりか
確かめるにはどうした
らいいだろう。

この実験の結果をもとにすれば，豆
電球を３個使ったときでも全体の電
流の大きさと各部の電流の大きさの
関係について仮説が立てられるね。
実際にはかってみて仮説が正しけれ
ば，この実験で求めた決まりが「もっ
ともらしい」ということになるね。

使う豆電球の数を増やして，
電流の大きさをはかってみ
たらどうだろう。

直列回路 並列回路

直列回路：電流の大きさはどこも同じになる。
並列回路：豆電球を通る電流の大きさの和が，回路全体に流れる電流の大きさになる。

結果・考察

次の時間では，回路に流れる電
流の大きさ決まりをまとめます。

図5   直列回路の電流のモデル 図6   並列回路の電流のモデル

はかった点 A B C
1班
電流〔mA〕 195 201 200

2 班
電流〔mA〕 199 205 201

3 班
電流〔mA〕 201 200 202

はかった点 a b c d
4 班
電流〔mA〕 490 222 271 500

5 班
電流〔mA〕 482 210 266 489

6 班
電流〔mA〕 501 235 259 499

直列回路と並列回路の電流

結果
?

考察
?

?
ふり返り

表１   探究 2の結果例 各班で同じ回路を組んだはずなのに，値が少し
ずつちがいました。人によっても電流計の読み
方が少し変わるようです。これが「誤差」ですね。

この
時間の
まとめ

・ ౾電球の直ྻ回路では，電流
の大きさは回路のどこでもಉ
じという決まりがある。

・ ౾電球のฒྻ回路では，各౾
電球に流れる電流の大きさの
が，回路全体の電流の大き
さになるという決まりがある。 156 
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デンプンのり
10cm3

だ液を1cm3

加える 水を1cm3

加える

A B

約10分間にぎる

小学校6年
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ୈ2ষ　ੜ໋をҡ࣋する͘͠Έ1��

た
・

だ
・

実験結果を出すだけ，た
・

だ
・

観察するだけの活
動はありません。「しっかり考察できる」ように
刷新しました。一方で難しくなりすぎないように，
探究のヒントや考え方を「吹き出し」として随所
に示しています。
また今回は，従来あいまいであった探究の「考察」，
本文での「まとめ」をはっきり区別しています。
探究ページの「考察」は，その探究の結果から導
き出せる範囲のみ表現しています。

理科の問題解決のしかたがわかる

方法

探究のCan-Do List
①直ྻ回路の各点で電流の大きさをはかる。　　
②直ྻ回路全体の電流の大きさと，各点の電流の大きさの決まりを見つける。

考察

結果

考察

ふり返り

ճ࿏ʹྲྀΕΔిྲྀͷେ͖͞ʹ，౾ిٿΛ௨ΔલͱޙͰ͕͍͕ͪ͋Δ͔ɻ

－

ͷిס
ʵۃଆͷిྲྀ

見 方

考え方

この
時間の
課題

豆電球を通る電流は，豆電球で使わ
れるから減るんでしょうか？

豆電球の部分で，電流は光に
変わってしまうと思う。そう
すると，電流の大きさは減る
んじゃないかな？

豆電球を通る前とあ
との電流の大きさを
はかってみよう。

私は，小学校のとき電流の大きさは「検流計」
ではかったよ。

しっかり計画

中学校では「電流計」という器具
を使います。電流の大きさを正確
にはかることができます。使い方
は次ページから。

図3   豆電球を使った回路

電流の大きさは，౾電球を通った
あとで減るか。

  電流の大きさを౾電球の前後で
比
ひ

較
かく

する

豆電球と電流探 究1

?
気づき

課題
?

仮説
?

計画
?

電流の大きさは，豆電球を通った
あとで減るか。仮説を立てて，そ
れを確かめるための実験を行う。

ではそれを確かめる実験を考えて，
自分でやってみましょう。

この探究活動では，自分
たちで仮説を立て，実験
方法を考えます。そして，
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。

（あなたの仮説）

  回路の各点を流れる電流の大き
さには決まりがある

1 2 2 2 7
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ΛՃ͑，ͦͷӷΛ

見 方

考え方

この
時間の
課題

だ液中のアミラーゼによってデンプンが変化することは，
どのような実験で確かめられるか。

私たちが毎日のように食べる米は，デンプン
を多くふくんでいます。
米は口の中でかむことでくだかれ，だ液と混
ぜ合わされます。かみ続けていると，かみく
だかれた米はあまく感じられるようになりま
す。これは，だ液中のアミラーゼのはたらき
によりデンプンがより小さな分子（麦芽糖な
ど）に変わったからです。

ベネジクト液とい
う試薬を使うと，
麦芽糖などがある
かを調べることが
できます。

 変える条件 と
 そろえる条件 を
整理しよう。

これを確かめるため
の実験計画を立てて，
実際に実験してみま
しょう。

アミラーゼのはたらきで
デンプンがほかの物質に
変わるということだね。

アミラーゼがなければ，
デンプンは変化しない，
ともいえるね。

デンプンがあるかない
かはヨウ素液を使えば
わかるよ。
麦芽糖などができたこ
とは，確かめなくてい
いのかな？

洗
せん

濯
たく

洗
せん

剤
͟い

に使うような酵
素は，寒いときはたらき
が悪いらしいよ。アミ
ラーゼもそうかな？

だ液中のアミラーθによってデン
プンが変化することは，どのよう
な実験で確かめられるか。

  ߬ 素とデンプンの分解を関係
づける

だ液のはたらき探 究6

?
気づき

課題
?

仮説
?

計画
?

（あなたの計画）

  生物のつくりには，対応した
はたらきがある

 117 （p.117）

（p.149）

（p.153）

先生が慣れているこれまでの実験を変えずに，
新指導要領に沿った文脈に刷新

1. 計画立案のため，考察するため，妥当性を振り返るための「観察・実験」

で10分間保つ

（p.154）

（p.156）

（p.155）

　 ふ り 返 り
実験は無理がなく適切か，ふり返って考え
直すときの話し合いの例を示しています。
次の時間につながる疑問や，気づきなども
示しています。

?

　 気 づ き
これまでに学んできた知識，または日常の
出来事から，疑問を発見する場面です。

?

　 観 察 ・ 実 験 の 計 画
仮説をもとに，どのような実験方法で課題
を確かめるか計画を立てる場面です。

?

　 課 題
発見した疑問から，実験できるかたちの課
題に落とし込みます。

?

探究の Can-Do List
該当の観察・実験で，やらなければいけ
ないことを確認します。

　 方 法
まず準備物を確認します。その次に方法を
わかりやすく説明します。実物写真で，手
元の操作と比較しやすくしてあります。

どのような点に注目して結果をまとめれば
よいか，見方のポイントを示してあります。

どのような点に注目して，結果をもとに考
察するのか，考え方のポイントを示してあ
ります。

　 結 果
実験結果の例を示してあります。
該当時間を欠席したときの補充や，試験前
の復習などに利用できます。

?

　 仮 説
課題に対してどのような仮説が立てられる
か話し合う場面です。

?

　 考 察
結果をもとにどのように考察するのか，例
を示してあります。

?

従来

新

従来

新

「結果」の見方・考え方

「考察」の見方・考え方



物質は何からできているか，物質はど
のように変化するかを意識しましょう。

生物が生きるしくみと，それに関係す
るはたらきを意識しましょう。

2-1

2-2

 話し合いのときにふ
・

せ
・

ん
・

やホワ
イトボードを使いましょう。

どうやったら対話的になるの どうやったら深く考えられるの

この本の一番最後の
ページにある「アイ
デアボード」も活用
しましょう。

 「ジグソー法（異なる探究方法を行った

A 班と B 班の話し合い）」を使ってみ
ましょう。 たとえば→ p.�1 など

  学習の課題に「見方・考え方」をは
たらかせましょう。

  わかっていることから，探究の課題，
仮説，計画を立てていきましょう。

  学習の前後で自分の理解度を比べま
しょう。 たとえば→ p.70，140 など

 探究の結果をもとに考察を行いま
しょう。 たとえば→ p.37，4� など

 探究活動後にふり返りを行い，探究
の課題と，実験の方法や考察の内容

見 方

考え方

この
時間の
課題

　私たちの身のまわりには，మや銅などのۚଐが多い。こ

れらのۚଐは自然քにある߭物から取りग़している。ۚଐの多

くは酸化物の状態で߭物中に存在しており，たとえばమ
てっ

߭
こう

石
せき

に

はమが酸化మとしてふくまれ，銅
どう

߭
こう

石
せき

には銅が酸化銅としてふ

くまれている（図 1）。

　ۚଐは酸化物として存在するとき，ۚଐ単体としての༗༻な

性質はもっていない。私たちは，化学変化をԠ༻して，このよ

うな酸化物から単体のۚଐを取りग़し，ར༻している。
鉄鉱石（赤鉄鉱）

鉄鉱石（磁鉄鉱）

銅鉱石（赤銅鉱）

銅の酸化の化学反応式
はこうだったよね。
2Cu + O2 → 2CuO

マグネシウムの酸化の化学
反応式はこうだったよね。
2Mg + O2 → 2MgO

これまでは，物質が酸化して酸
化物ができる化学変化を学んで
きました。酸化とは逆に，酸化
物から酸素を取り除くことはで
きるでしょうか。

二酸化炭素 CO2 や水 H2O
も酸化物と考えることができ
ますね。

酸素に注目したときの
化学変化

1

●  自然界の酸化物

ۚଐの酸化物から酸素をどのよう
にして取りআくか。

  酸化物から酸素を取りআく
化学変化と，化学応式を
関係づける

図1   いろいろな鉱石

ドロマイト（酸化マグネシウムをふくむ）

鉱山の例（赤鉄鉱を採取する鉱山，オーストラリア）

  物質は原子の集まりでできて
いる

5

10

15

5

10

15
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 「三段階インタビュー」をしてみ
ましょう。（まず二人組をつくり，相手

の意見を聞いてまとめます。次に，まとめ

た内容を三番目の人に説明します）

 「三段階思考」をしてみましょう。
（まず一人で考え，次に二人組をつくって話

し合い，最後に班の中で話し合って意見を

まとめます）

 その日の授業の感想を話し合って
みましょう。

探究の過程

「見方・考え方」
各時間の学習課題を解決する
ために必要な，「理科として
の見方・考え方」の例を示し
ています。

では，私たちはどのように理科を学んでいくのでしょうか。
理科は，観察・実験などから「決まり・関係性」などを発見
していく「探究」という活動が中心です。この活動のときに，
「自分から積極的に，話し合いを重ねて，深く考える」こと
に気をつけたり，各単元の理科としての「見方・考え方」を
はたらかせたりして，「理科でできるようになること」を身に
つけていきます。

p.6 ー 7でくわしくあつかいます。

究の進め方探
業を受けるコツ授

方・考え方見

体的・対話的に，深く学ぶ主

p.8 でくわしくあつかいます。

各時間でくわしくあつかいます。

どうやって
理科を学ぶの？

 4 

2-1

ふり返って深める

発信して深める

教えて深める

　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

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

探究1のスチールウールの
酸化で，加熱後の酸化鉄に
塩酸を加えたら気体が発生
しました。
なぜ理想通りにいかなかっ
たのか，理由を考えて実験
で確かめました。

　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

学び続ける理科マスター！「深めて」
  目指せ！

酸化鉄に塩酸を加えると，
本来なら水素が発生しな
いはずです。しかし，水
素が発生することから，
鉄があると考えられます。

このことから，鉄が十分に酸
化していないと考えました。
そこで，もとのスチールウー
ルをガスバーナーで軽く燃焼
させた状態，何度も燃焼させ
た状態を準備して，塩酸との
反応を調べることにしました。

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。

　　学びのあしあと（→ p.15）

「物質が変化する」例をあげて，ཻ
りゅう

子
し

の

Ϟデルで説明してみましょう。

この単元で学んだ用語をつなげて
「日常との関連」を探しましょう。

5

10

15
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2-1

発展

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，いろいろな物質
の分子を調べてみました。

身のまわりには，大きな分子である「高分子」と
よばれる物質も多いことがわかりました。
私たちのからだや，私たちの食べ物（→p.115）
も高分子でできています。

 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

ポリ塩化ビニルの一部
（ポリ塩化ビニルのパイプなどの原料）

脂
し

肪
ぼう

の 1種

ポリエチレンテレフタラートの一部
（ペットボトルなどの原料）

＋学校生活とつなげる

＋ほかの人の意見とつなげる

デンプン

タンパク質の１種

高分子の例 -1

高分子の例 -2
高分子の例

-3

酸素原子

炭素原子

水素原子

塩素原子

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。

窒素原子

5

5

10

15
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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?

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。

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。

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。

究の進め方究の進め方探

特に2年生で気をつける

特に１年生で気をつける

どうやって
理科を学ぶの？

 6 

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Թ，学年・組・໊前を書きます。

生えている所がどん
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ث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ॱ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。

の高さ，花の大きさ
などを，巻きई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Ό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ఉや学校のまわりなどで，前ページ「؍察」を行うと，身

のまわりにはさまざまな場ॴがあり，それͧれの場ॴ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。

 24 

3

見 方

考え方

この
時間の
課題

やく

植物のからだの中を水が
染みこんでいくと思う。
からだはスポンジみたい
になってるのかな？

水が通るパイプみ
たいなものがある
んじゃないかな？

もし植物のからだがスポンジ
みたいだったら，暑くて乾

かん
燥
そう

しているとき，水が全部出て
いっちゃうんじゃないかな？

根，茎
くき
，葉の断

面を観察しよう。
ただ観察しても，水がど
こを通っているかわから
ないと思う。どうしよう。

顕
けん
微
び
鏡
きょう
で断面を観察すると

きは，試料をうすくしない
といけないよ。

しっかり話し合い

図1   葉の有無と蒸散

植物が水を運ぶつくり探 究2

?
気づき

課題
?

仮説
?

計画
?

  生物のつくりには，対応した
はたらきがある

  ২物体内の水の動きと，২物
のつくりを関連づける

২物のからだの中には，水を運ぶ
はたらきをもつどのようなつくり
があるか。

生物が生きていくには，水が必要です。植物は水をどのように取り入れるのでしょうか。
図１（a）のように，植物をビニル袋

ぶくろ

でつつむと，すぐに袋の中に水
すい

滴
てき

ができることから，
植物から水蒸気が出ていることがわかります。
一方，(b) のように葉を取り除くと，袋の中に水滴はできません。

根から取り入れられた
水はどのように葉に運
ばれるのだろう。

根で取り入れられた水は葉から
水蒸気になって出ていくんです
よね。小学校で学習しました。

植物のからだの中には，水を運ぶはたらきをもつ
どのようなつくりがあるか。

５分後 ５分後（a） （b）

植物と水1
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見 方

考え方

この
時間の
課題

冷たい水 ࣨԹの水

夏に，コップに冷たい水を入れておくと，
表面に水滴がつきます。これも凝結です。

コップの表面が冷えているから，
空気中の水蒸気がコップの表面
で水滴になったんですね。図8
と同じしくみですね。

露点は何に関係しているか。

ぬるい水では水滴はつかない
よね。何℃になれば水滴はつ
きはじめるのかな。

空気を冷やすほど，
たくさん水滴がでて
くると思う。

冬に冷たい水を置いておいて
も，水滴はつかないよね。気
温とどのような関係があるの
だろう？

冷たい水を入れたコップに
水滴がつくことを利用して
露点をはかることができな
いだろうか。
コップの表面が冷えるから
水滴がでてくるんだよね。

気温が高いときほど，
露点も高いと思う。

気温をだんだん下げていか
ないと露点ははかれないね。
容器にすごく冷たい水を入
れて水滴ができても，もっ
と高い温度でも水滴ができ
たかもしれない。

しっかり計画

空気を冷やして露点を求める探 究3

࿐点は何に関係しているか。

 ࿐点，水Թ，気Թを関係づける

?
気づき

課題
?

仮説
?

計画
?

図10   水温によるコップの表面のちがい

この探究活動では，「冷たい水を利用
した凝結のしくみ」をもとに，自分た
ちで仮説を立て，実験方法を考えます。
そして，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。

（あなたの計画）

 水は݅によって状態変化する

1 2 2 3 4
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＜２年生＞　
仮説設定・計画立案に力を
入れる探究活動「しっかり
仮説」「しっかり計画」を
設けています。

＜ 1年生＞　
各単元のはじめに課題を発
見する活動「問題発見」を
設けています。

＜３年生＞　
探究過程全体に無理がない
かを検討する「ふり返りポ
イント」を設けています。

（p.6）

（p.4）

（p.231）
（p.89）

学年ごとの探究の課題を “しっかり ”実現できる

どのように学ぶかがわかる

探究の進め方，話す・書くコツなどがわかる

２年生の探究は，課題に対して仮説を設定し，結果を予想する活動，そし
て，予想した結果に応じて実験計画を立てる活動を重視してあります。

探究を進めて，次の疑問が生じるまでの過程やレ
ポートの書き方のコツなどを示してあります。
教科書に書ききれない文例やレポート例などは，
QR コードコンテンツで提供します。

ほかにも特別力を入れたい観察・実験は，力を入れたいテーマ
とともに示しています。「しっかり考察」「しっかり計画」など
タイトルがついています。

2. 「理科の学び方」「主体的・対話的で深い学び」を明示

どうやったら対話的になるの

見 方

考え方

この
時間の
課題

ۚଐの酸化物から酸素をどのよう
にして取りআくか。

 酸化物から酸素を取りআく
化学変化と，化学応式を
関係づける

  物質は原子の集まりでできて
いる

業を受けるコツ業を受けるコツ授

方・考え方方・考え方見

体的・対話的に，深く学ぶ体的・対話的に，深く学ぶ主

p.8 でくわしくあつかいます。p.8 でくわしくあつかいます。p.8 でくわしくあつかいます。p.8 でくわしくあつかいます。p.8 でくわしくあつかいます。

各時間でくわしくあつかいます。各時間でくわしくあつかいます。各時間でくわしくあつかいます。各時間でくわしくあつかいます。

物質は何からできているか，物質はど
のように変化するかを意識しましょう。

生物が生きるしくみと，それに関係す
るはたらきを意識しましょう。

どうやったら深く考えられるの

探究の過程

対 話 的 に
「対話的」授業になるような
実践できるページの例を示し
ています。

レポートの例（QRコード教材）

深 く 考 え る
深く考えるための方法，
実践できるページの例も
示しています。

（p.70） （p.71）

余裕を持った年間指導計画を想定しており，多くの実験で
２時間かけられるように工夫してあります。

各単元末に，深い学びを実現する活動例を設けました。単元学習の前
後で自分の文章を比較し自己有用感を高める活動，発表により各人の
考えを深める活動などを紹介しています。



見 方

考え方

この
時間の
課題

脳へ

神経
うずまき管

耳小骨

鼓膜

温度の刺激を
受け取る
ところ

圧力の刺激を
受け取る
ところ

痛さの刺激を
受け取る
ところ

さわられた
刺激を受け
取るところ

脳へ

脳へ

神経

歯

鼻

舌

味の刺激を
受け取る
ところ

においの
刺激を受け
取るところ

脳へ神経

こうさい

ガラス体

網膜
レンズ

神経

脳へ

角膜
かく  まく

聴
ちょう

　覚
かく

（b）耳のつくり　音は空気の振
しん

動
どう

として伝わり，耳
の奥

おく

にある鼓
こ

膜
まく

を振動させる。

触
しょっ

　覚
かく

（d）皮膚のつくり　皮膚の
中には，温度や圧力，痛
みなどの刺激を受け取る
ところが分布している。

味
み

　覚
かく

嗅
きゅう

　覚
かく

（c）鼻と舌のつくり　鼻の奥
には，においを感じる感覚
細胞がある。舌には味を感
じる感覚細胞が並んでいる。

視
し

　覚
かく

（a）目のつくり　目に入った光は，網
もう

膜
まく

の上に像をつくる。
網膜には光を感じる感覚細胞が集まっている。

　ώトの場合，ޫの
し

激
げき

は目でとらえ，Իはࣖで，においはඓ

で，味はઉでとらえる。ൽ
ひ

ෘ
ふ

は，Թかさやྫྷたさ，௧さ，ѹ力

などの激をとらえる（図 28）。こうしたपғからのはたらき

かけ（激）を受け取るثを感
かん

覚
かく

器
き

官
かん

という。それͧれの

ࡉ激を受け取るためのಛ別な，にはث֮ײ
さい

๔
ぼう

（感覚細胞）

があり，から伸びてきているਆܦとつながっている。ࡉ֮ײ

๔が激を受け取ると，激は৴号に変えられ，ਆܦを௨して

などに伝えられる。৴号がに伝えられると，ޫやԻ，にお

いなどの֮ײが生じる。

ώトはどのようにしてपғのよう
すをとらえるか。

  पғのようすをとらえるثの
しくみとはたらきを関係づける

図28   感覚器官

●  感覚器官
  生物のつくりには，対応した

はたらきがある
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背骨

背側

背側

頭の上から見た状態

せきずい

背骨

末しょう神経

脊ずい

脳の神経細胞の集まり

0.02mm

１つのਆ経細胞

中枢神経は，神経細胞が特に多く集まっている部分である。末しょう神経は，から
だのすみずみにまで行きわたっていて，感覚器官からの信号を中枢神経に伝える
「感
かん

覚
かく

神
しん

経
けい

」と，中枢神経からの命令を運動器官に伝える「運
うん

動
どう

神
しん

経
けい

」に分けられる。
運動神経からの信号が筋肉に伝わると，筋肉が縮んで運動が起こる。

　
し

激
げき

を受けるときにはたらくث֮ײと，反Ԡするときには

たらく運動ثは，ਆܦでつながっている。ਆܦは神
しん

経
けい

細
さい

胞
ぼう

と

いうࢳのようなಥ
とっ

ى
き

をもつࡉ๔の集まりで，やずい（）

もਆࡉܦ๔が集まってできているثである。ਆܦは全身には

りめ͙らされて，ث֮ײと運動ثなどをつないでいる。

やずいと全身のਆܦをまとめて神経系という。ਆܦ系は，

やずいからなる中
ちゅう

枢
すう

神
しん

経
けい

と，そこからࢬ分かれしている

末
まっ

しょう神経とに分かれている（図 2�）。

脳

中
枢
神
経

神
経
系

末
し
ょ
う
神
経

刺激に応じて反応するとき，脳や脊ずい
はどのように関わっているのでしょうか。

●  神
しん

経
けい

系
けい

図29   ヒトの神経系

この
時間の
まとめ

ώトは，感֮ثによって֎
界のܹをとらえ，その信߸
は中ਆ経に送られる。

ずい

運動ਆ経

感֮ਆ経

脳

抹しょう神経

脊ずい

 130 

化学変化と
物質の質量

第2章
ラボアジェ（1743 ～ 1794）の実験室
ラボアジェは化学変化のときの「質量保存の
法則（→ p.47）」を発見した。この法則こそ，
すべての化学変化の基本であり，ラボアジェ
は「近代化学の父」とよばれている。

□ 化学反応式の書き方や，化学反応式が表す意
味について説明できる。
□ 実験結果をグラフに表すことができる。
□ 実験器具や薬品を，安全に気をつけて正しく
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。
□実験結果から表をつくり，その表をグラフに
できる。

どのような知識・技能を身につけるか

□ 物質の変化について原子モデルを使って仮説
を立て，仮説を確かめる実験を計画できる。
　 （学年目標）

□ 実験結果について，原子・分子のモデルを使
い，分

ぶん

析
せき

して解
かい

釈
しゃく

することができる。
□ 表をグラフにして，グラフから縦

たて

軸
じく

と横
よこ

軸
じく

を
関係づけて読み取ることができる。
□ 探究の過程を，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
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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

発展

　酸化銅 CuOは，銅原子 Cuと酸素原子 Oが
1：1の比で結びついた化合物である。これをも
とに考えると，探究 6で，酸化銅の銅と酸素の
質量の比が約 4：1になったということから，銅
原子と酸素原子の質量の比が約 4：1であること
がわかる。

　同じように考えると，酸化マグネシウムMgO
はマグネシウム原子Mg と酸素原子Oが 1：1
の比で結びついた化合物である。つまり，酸化マ
グネシウムのマグネシウムと酸素の質量の比が約
3：2なので，マグネシウム原子と酸素原子の質
量の比が約 3：2である。

　
　酸化銅と酸化マグネシウムは，酸素を共通して
もっているので，双

そう

方
ほう

の最小公倍数を考えると，
次のように，銅原子，酸素原子，マグネシウム原
子の質量の比がさらにわかる。

　このように考えていくと，さまざまな原子の質
量の比がわかる。
　原子の質量はとても小さく，gや kg の単位で
表すのは不便である。そこで，原子の質量を表す
とき，炭素原子 1個の質量を 12としたときの質
量の比の値を用いる。この値を「原子量」という。
たとえば，マグネシウム原子の質量は，炭素原子
の質量の 2倍であり，マグネシウム原子の原子
量は 24ということになる。

Cu O

Mg O

質量の比　４：１

質量の比　３：２

Cu O

MgO

質量の比　４　：　１

２　：　３

Cu O Mg

８　：　２　：　３

Cu O

Mg O

質量の比　４：１

質量の比　３：２

Cu O

MgO

質量の比　４　：　１

２　：　３

Cu O Mg

８　：　２　：　３

Cu O

Mg O

質量の比　４：１

質量の比　３：２

Cu O

MgO

質量の比　４　：　１

２　：　３

Cu O Mg

８　：　２　：　３

物質の変化を，化学反応式で
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.42） 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，化学変化の利用
に注目します。

資料

原子の質量の比

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 2 1 3
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発展

見 方

考え方

この
時間の
課題

磁界
入れる 出す

電流
  電流
（②とは逆向き）

コイルの中の
磁界がしだい
に強くなる

コイルの中の
磁界がしだい
に弱くなる

①　磁界が変化しないとき
↓

誘導電流は生じない

②　磁界がしだいに強くなるとき
↓

誘導電流が生じる

③　磁界がしだいに弱くなるとき
　　　↓
②とは逆向きの誘導電流が生じる

電流の向き

磁界の向き

力の向き

導線

磁界

力 電流

　࣓քの中を流れる電流は，࣓քから力を受ける。この力は，

電流を大きくしたり࣓力をڧくしたりすると，大きくなる。ま

た，力の向きは電流と࣓քの྆方にਨで，電流の向きや࣓ք

の向きによって図 1� のように決まる。

●  電流が磁界から受ける力

࣓界の中でコイルに電流を流すと
き，電流，࣓界，力の向きにはど
のような関係があるか。

  電流，࣓界，力の向きを関係づ
ける

図16   電流の向き・磁界の向き・力の向きの関係

　コイルや࣓石を動かして，コイルの中の

࣓քを変化させると，࣓քが変化している

ときだけコイルに電流を流そうとする電ѹ

が生じ，電流が流れる（図 17）。この現象

を電磁誘導といい，このとき流れる電流

を誘
ゆう

導
どう

電
でん

流
りゅう

という。

●  電
でん

磁
じ

誘
ゆう

導
どう

図17   コイルの中の磁界の変化と誘導電流

●  誘導電流は，コイルの巻数が多いほど大きく，磁界の
変化が大きいほど大きい。

●  磁石を近づけているときと遠ざけているときとでは，
誘導電流の向きは逆になる。

●  磁石の向きを逆にしたときも，誘導電流の向きは逆に
なる。

誘導電流

磁界の向きを逆にしたり，電流
の向きを逆にしたりすると，力
の向きも変わります。

　磁界の中で電流が受ける力の向きは，
左手の指の向きを当てはめることができ
る（フレミングの左手の法則とよばれる）。

  ࣓ 界と電流は関係している
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磁界

酸水素ナトリウム 加後の物質

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

酸水素ナトリウムを加す
ると，二酸化素，水，もと
の酸水素ナトリウムとは異
なるന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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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

電流・電圧・抵抗の関係 …  p.171

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）。
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2-4 学びを日常にいかしたら

Aさん：沖縄旅行，楽しみだな。そうだ，持ってきた
お菓

か

子
し

を食べよう。わ！袋
ふくろ

がパンパンになってる。
買ったときはこんなにふくらんでなかったのに。

お父さん：気圧の変化のせいだね。
Aさん：あ，そういえば学校で習った。大気圧は空気
の重さによる圧力だから，上空に行くほど…，えー
と，どうなるんだっけ？
お父さん：空気の重さを考えるんだったね。
Aさん：そうそう，上空に行くほど上にある空気の柱
が短くなるから，大気圧が小さくなるんだ。
　　地上では，袋の中の気圧と外の気圧がつり合って
いる。でも，飛行機の中では気圧が小さくなって，
袋の中の気圧の方が大きくなるから，袋の中の空気
が膨
ぼう

張
ちょう

したんだね（図 2）。
お父さん：そのとおり。機内の気圧は外と等しくはな
くて，加圧してあるけどね。それでも地表より気圧
は低い。
Aさん：でもお父さん，大気圧について不思議に思っ
たことがあるんだけど。

お父さん：うん？
Aさん：こんな感じで（図 3），①には頭の上にある
空気の重さがすべて人にかかっているけど，②で
は，屋根が空気の重さを支えているから，人にかか
る大気圧は小さくなるんじゃないかと思うんだ。
お父さん：よい質問だね。図 3だけを見ると，そう
思うのも無理はない。こう考えよう。もし屋根のあ
る場所で大気圧が小さくなるのなら，例えば，屋内
でゴム風船に空気を入れて口をしばり，それを外に
持って行くと，（　ア　）ことになるけど，現実に
はそんなことは起こらないよね。
Aさん：うーん，確かに。でも，どうして大気圧の大
きさは変わらないんだろう？
お父さん：それは，大気圧のはたらき方から考えてみ
よう。図3では上からの気圧を考えているんだけど，
それだけでよかったかな？気圧は（　イ　）から，
この図は実際とちがうよね。

　Aさんとお父さんは，沖縄に行く途
と

中
ちゅう

の飛行機の中で，
次のように話しています。

（1）　会話文中の（　ア　）にあてはまる内容を，10 字
以内で書きましょう。

（2）　会話文中の（　イ　）にあてはまる内容を，20 字
以内で書きましょう。

　Aさんとお父さんは旅行を終え，羽田に向かう便に乗る
ため那

な

覇
は

空港に向かっています。
図２

図３

飛行機の中

地上

気圧が大きい

気圧が小さい

②①

空
気

空
気

地表

屋根？

図1 
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化学変化の前後における
物質の質量

こちらの化学変化も，化学変化の前後で原子の数が合わないね。質量が変わらないと
いうことは，原子の数も変わらないということだよね。
どのように考えたらいいのだろう。

実験 B
・ 化学変化の前後で，容器全体の質量は
変化しなかった。
・ ふたをゆるめたら気体がふき出した。
その状態で容器全体の質量をはかった
ら，質量が減っていた。

結果から，化学変化によって生じる物質が沈殿であっても気体であっても，
化学変化の前後で全体の質量は変わらないことがわかる。

次の時間は，物質と質量の関係
をくわしく調べていきます。

この
時間の
まとめ

化学変化の前後における物質
全体の質量は変化しない。

それぞれの化学変化を原子カードで表そう。化学
変化の前後で化合物は変わっても，それをつくる
原子の種類は変わらないよね。

化学変化前の全体の質量〔g〕 58.6

化学変化後の全体の質量〔g〕 58.6

ふたをゆるめて気体を
にがしたあとの質量〔g〕

58.1

実験 A
・ 2 つの水

すい

溶
よう

液
えき

を反応させたら，白い沈
ちん

殿
でん

ができた。
・ 化学変化の前後で，容器全体の質量は
変化しなかった。

化学変化前の全体の質量〔g〕 220.9

化学変化後の全体の質量〔g〕 220.9

結果・考察

結果
?

考察
?

?
ふり返り

でも，化学変化前では Naが２つあるのに，あとでは Naは１つしかないよ。
化学変化の前後で質量が変わらないことと矛

Ή

盾
じゅん

していない？

（a）実験A

（b）実験 B

図3   探究 5の結果例

N
硫酸ナトリウム

a2SO4ɹ B
塩化バリウム

aCl2  →  B
硫酸バリウム

aSO4ɹ  N
塩化ナトリウム

aCl

C
 炭酸カルシウム（石灰石）

aCO3ɹ ɹH
塩酸

Cl  →    C
塩化カルシウム

aCl2ɹ   C
二酸化炭素

O2ɹ H
水
2O
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次の時間は，物質と質量の関係
をくわしく調べていきます。

この
時間の
まとめ

化学変化の前後における物質
全体の質量は変化しない。

C
 炭酸カルシウム（石灰石） 炭酸カルシウム（石灰石）

aCO3ɹ ɹH
塩酸

Cl          C
塩化カルシウム

aCl2ɹ   ɹ   ɹ   C
二酸化炭素

O2ɹ ɹ H
水
2O
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図1   1 週間の気象要素の変化の例

代表的な天気記号を復習
しておきましょう。

霧雷ひ
ょ
う

あ
ら
れ

み
ぞ
れ

き
り

か
み
な
り

雪雨く
も
り

晴
れ

快
晴

上のほかにも次のような天気記号がある。

う
す
ぐ
も
り

快晴

晴れ

くもり

雨

雪

この
時間の
まとめ

・ 気Թが上がると࣪度は下がるよ
うである。

 ・ 天気がくもりやӍのときに気圧
が下がるようである。 244 

（p.244）

（p.274）

（p.40）

（p.199）

（p.129）

（p.130）

（p.42）

（p.57）

章末「何ができるようになったか」
章のはじめの目標が達成できたか，ふり返ってチェックする
ためのコーナーです。QRコード先では，章で身についた知
識を確認する問題も確認できます。

この章で理解できるようになり
たい知識や，身につく技能

知識・技能

この章で力をつけたい考える
力，表現する力

思考力・判断力・表現力など

この章で伸ばしたい学びに
向かう態度

学びに向かう力・人間性

時間ごとの「見方・考え方」がわかる

だれにでも見やすく，わかりやすい

現代的な課題に対応した新しい教材が豊富

「Can-Do List」で資質・能力の三観点がわかる

◎  カラーユニバーサルデザインを含め，教科書全体の文
字や図などの視認性について，専門家の指導を受け，
色使いやレイアウトなどに配慮して編修しています。

◎  教 科 書 で は 表 現 し き れ な い 教 材 を QR
コード先に準備しました。もくじの QR
コードから，教材一覧を確認できます。

◎ 探究の過程で話し合いをうながすため
に，生徒の吹き出しを多様し，巻末には
ホワイトボードを準備しました。

◎  学力状況調査・今後盛んになる記述式問
題に対応した例題を準備しました。日常
と関係し，解答を短文で答える問いなど
が含まれます。

◎ 自学自習に向いた，ていねいな記述を実現しています。

3. 「見方・考え方」「資質・能力」を明示

課題 のような関係があるか。PO I N T !

PO I N T !

グラフの線の区別は色だ
けでなく，線種の違いに
よってもわかるようにし
てあります。

従来の記述を大幅に見直し，さらに
シンプルに，わかりやすくしました。

実験・観察の結果例を明示し
てあります。新たに考察の例
も取り上げました。

章のはじめ
「Can-Do List」

し

激
げき

は目でとらえ，Իはࣖで，においはඓ

で，味はઉでとらえる。ൽ
ひ

ෘ
ふ

は，Թかさやྫྷたさ，௧さ，ѹ力

だのすみずみにまで行きわたっていて，感覚器官からの信号を中枢神経に伝える
「感
かん

覚
かく

神
しん

経
けい

」と，中枢神経からの命令を運動器官に伝える「
運動神経からの信号が筋肉に伝わると，筋肉が縮んで運動が起こる。

刺激に応じて反応するとき，脳や脊ずい

図29図29図29   ヒトの神経系

この ώトは，感֮ثによって֎

次の時間の
見通し

この時間の
まとめ

１時間の学習を行ったこと
によって生じる，次の時間
へつながる疑問や，次の時
間に注目するポイントなど
を示しています。

この時間で設定した
課題に対するまとめ
を示しています。

この時間の課題

「見 方・考 え 方」

この時間で設定する課題の問い
かけを示しています。

この時間で学習する内容に必要
な，「理科としての見方・考え方」
を示しています。

回路図アプリ（p.148QRコード教材）

（巻頭③）
（p.46）

（巻末のホワイトボード）

気圧࣪度

PO I N T !



2　対照表

5

図書の構成・内容 学習指導要領の内容
該当箇所 配当時数

第1分野 第 1分野 内容の取扱い

 2-1　ԽֶมԽとࢠݪɾࢠ
ɹ第 1 章　物質のなりたちと化学変化

（4）（ア） ㋐ ㋑

　（イ） ㋐ 
（4）ア

p.16 ～ 41

小計 18

8

　第２章　化学変化と物質の質量
（4）（イ） ㋐

　（ウ） ㋐ ㋑
（4）イ p.42 ～ 57 5

　第 3 章　化学変化のར༻ （4）（イ） ㋒ （4）ウ p.58 ～ 69 4

　単元末の活動 （4） p.70 ～ 73 1

 2-3　ిྲྀとͦのͨΒ͖
ɹ第 1 章　電流と電ѹ

（3）（ア） ㋐ ㋑

㋒

（3）ア，イ，

ウ，エ p.146 ～ 181

小計 24

12

　第２章　電流と࣓ք
（3）（イ） ㋐ ㋑

㋒
（3）オ，カ p.182 ～ 203 7

　第 3 章　電流のਖ਼体 （3）（ア） ⢰ （3）エ p.204 ～ 213 4

　単元末の活動 （3） p.214 ～ 217 1

第 2分野 第 2分野 内容の取扱い

 2-2　ಈ২物の生͖Δし͘Έ
ɹ第 1 章　生物のからだとࡉ๔ （3）（ア）㋐ （3）ア p.76 ～ 87

小計 23

4

　第２章　২物のつくりとはたらき （3）（イ）㋐ （3）イ p.88 ～ 107 6

　第 3 章　動物のつくりとはたらき （3）（イ）㋐ ㋑ （3）ウ，エ p.108 ～ 139 12

　単元末の活動 （3） p.140 ～ 143 1

 2-4　ఱؾとͦの変化
ɹ第 1 章　大気の性質とӢのでき方

（4）（ア）㋐ ㋑
（4）（イ）㋐

（4）ア，イ
p.224 ～ 241

小計 20

8

　第 2 章　天気の変化 （4）（イ）㋑ （4）ウ p.242 ～ 253 5

　第 3 章　日本の天気 （4）（ウ）㋐，㋑
（4）（エ）㋐ （4）エ，オ p.254 ～ 271 6

　単元末の活動 （4） p.272 ～ 275 1

　探究活動のための予備時間
第 1分野（3）（4）

第 2分野（3）（4）
55

合計 140



1

ページ 記　述 類型
関連する学習指導要領の内容や

内容の取扱いに示す事項
ページ数

57 原子の質量の比 1
1 分野（4）（ウ）㋐
　「化学変化と質量のอ存」との関࿈ 0.75

71 高分子 1
1 分野（4）（ア）㋒
　「原子・分子」との関࿈ 1

87 細胞のくわしいつくりとはたらき 1
2 分野（3）（ア）㋐
　「生物とࡉ๔」との関࿈ 0.75

1�1 デンプンが分解されるときにはたらくফ
化߬素 1

2 分野（3）（ウ）㋐
　「生命をҡ持するಇき」との関࿈ 1

199 フレミングのࠨ手の法ଇ 1
1 分野（3）（イ）㋑
　「࣓ք中の電流が受ける力」との関࿈ 0.25

203 電圧を変えるしくみ 1
1 分野（3）（イ）㋒
　「༠導電流と発電」との関࿈ 0.5

209 導線の中の電子とそのҠ動 1
1 分野（4）（イ）㋓
　「੩電気と電流」との関࿈ 0.5

21� 日本の送電 1
1 分野（4）（イ）㋒
　「電࣓༠導と発電」との関࿈ 1

225 ۭ気のபのϞデルと大気圧 1
2 分野（4）（ア）㋐
　「気象要素」との関࿈ 0.25

2�7 気圧と෩向 1
2 分野（4）（イ）㋑
　「前線の௨過と天気の変化」との関࿈ 0.25

273 フェーン現 1
2 分野（4）（イ）㋐
　「ໄやӢの発生」との関࿈ 0.25

合計 6.5

編　 修　 趣　 意　 書
（発展的な学習内容の記述）

受理番号 学　校 教　科 種　目 学　年

31-7� 中学校 理科 理科 ２

発行者の番号・略称 教科書の記号・番号 教科書名

11 学図 理科　̔０３ 中学校 科学２

1… 学習指導要領上，隣接した後の学年等の学習内容（隣接した学
年等以外の学習内容であっても，当該学年等の学習内容と直接
的な系統性があるものを含む）とされている内容

2… 学習指導要領上，どの学年等でも扱うこととされていない内容


