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学びを生かして深めよう

結果

　電車は，車内を冷
れい

ぼうしているとき，車外に
あたためられた空気を出しています。そのため，地下の
駅では，熱であたためられた空気がたまり，ホームが
暑くなってしまうことがあります。そこで，地下から地上に
つながる大きなふきぬけをつくって，あたためられた空気が
地上に出ていくようにくふうをしているところがあります。

地下の駅のホームの空気を入れかえるくふう

地下のホームの空気が外に出ていくのは
なぜでしょうか。あたためられた空気の動き方から考えてみましょう。

学ぶなかで，大切だと思ったことを，自分なりの言葉でまとめましょう。ふり返ろう

部屋の温度の結果と線こうの
けむりの動き方の結果を
合わせて考えると……。

空気と金ぞくのあたたまり方には，
どのようなちがいがあるのかな。

理科のミカタ

・だんぼうしている部
へ

屋
や

では，上の方の空気の温度が，
 下の方の空気の温度よりも，高くなっていました。
・電

でん

熱
ねつ

器
き

の近くに線
せん

こうのけむりを近づけると，
 けむりが速く上に動きました。

空気

まとめ
 あたためられた空気は，上に動きます。
 空気は，動きながら全体が
 あたたまっていきます。

考えよう

地下から地上につながるふきぬけ
［東

とう
京
きょう
都　渋

しぶ
谷
や
区］

実
じっ

験
けん

２の結
けっ

果
か

から，空気は，
どのようにあたたまるといえるか，
考えましょう。
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たしかめようたしかめよう
1  35，38ページ　 2  ⑴ 196ページ　⑵ 196ページ　
⑶ 196ページ　⑷ 196ページわかったかな・できたかな 思い出そう

1 晴れの日の気温と，くもりや雨の日の気温は，それぞれ，１日のなかで，
 どのように変わりますか。

 気温のはかり方について，（　　）の中に，
 当てはまる言葉をかき入れましょう。
⑴ 温度計に，（　　　　）が直せつ当たらないように
 して，はかる。
⑵ 温度計を，地面から（　　　　）の高さにして，
 はかる。
⑶ 建

たて

物
もの

からはなれた（　　　　）のよいところで，
 はかる。
⑷ 液

えき

の高さが変わらなくなったら，
 温度計と目を（　　　　）にして，
 温度を読みとる。

2

天気と気温の関
かん
係
けい
を

考えて，服を選んだよ。

　かおりさんは，今度の三
さん

連
れん

休
きゅう

に旅行へ行くので，
天気予ほうを見ながら，下のように，服そうを
選
えら

びました。かおりさんが見た天気予ほうは，
ア～ウのうち，どれだと考えられますか。
また，そう考えた理由を説明しましょう。

考えよう 35，38ページ思い出そう

1日目の服そう 2日目の服そう 3日目の服そう

三連休の天気予ほう
1日目 2日目 3日目

ア

イ

ウ

かおりさん

ふり返ろう
⑴ 学ぶなかで，よいと思った友

とも

達
だち

の考えを，
 記録をふり返って思い出し，理由とともに伝

つた

え合いましょう。
⑵ 学んだことは，自分にとって役に立つと思いましたか。
 どのようなことに役に立つと思うか，かきましょう。

を
考えて，服を選んだよ。

かおりさん

39

3

　これまで，理科では，毎年，いろいろな植物を
育て，多くのことを学んできました。植物は，
どのようにして育ち，生命をつないでいるのか，
ふり返って，まとめましょう。

植物について考えよう学びを
つなごう  

1
　植物は，どのように育つでしょうか。
また，からだのつくりは，どのようになって
いるでしょうか。

2
　あたたかさと植物の成長のようすとの関係について，説明しましょう。

サクラのようすは，春から，どのように変化したか，ア～ エを，

正しい順に並
なら

べかえよう。

春（　　　）　→　夏（　　　）　→　秋（　　　）　→　冬（　　　）

サクラとヘチマでは，冬ごしのしかたに，どのようなちがいが

あっただろうか。

ア ウ エ

4
　植物の成長について，
説明しましょう。

5
　花が実になるときの
しくみについて，
説明しましょう。

めしべ　花粉　受粉

つなげて

考えよう  

キウイフルーツは，めばなとおばなが，
それぞれ，別の木にさきます。
そのため，確実に実ができるように
するために，めばながさく木に，
下の写真のような作業を行っています。
この作業は，何をしていると
考えられるでしょうか。

3年

5年 5年・6年

4年

5年

　植物の発芽について，
説明しましょう。

種子が発芽するためには，

， ， が

必要である。

種子の中には， が

ふくまれていて，発芽するときの

として使われる。

図の の中に，当てはまる

言葉をかき入れよう。

植物がよく成長する

ためには， と

が必要である。

 植物の葉に日光が

当たると， が

できる。

の中の

言葉を使って，

説明しよう。

花が実になるときのしくみで，
どの植物でも同じところは，何かな。

理科のミカタ

ホウセンカ

イ

ア

ヘチマの
花粉

管
くだ
の先から，

花粉を混ぜた
液が出ている。

6968

水を熱したとき2

水を熱すると，水の温度やようすは，
どのように変わるのだろうか。

問題

水を熱すると，水の温度やようすが
どのように変わるか，考えましょう。

右の写真は，やかんの中に水を
入れて熱

ねっ

したときのようすです。
水を熱するとどうなるか，考えましょう。

レベルアップ 理科の力
水を熱したときの，温度の変わり方や
水のようすを調べるためには
どうすればよいか，考えましょう。
 ● 実
じっ
験
けん
に必

ひつ
要
よう
な物を考える。

 ● 

自分で考える。1

考えをたがいに発表し合い，調べる方
ほう

法
ほう

を決める。2

問題をつかもう

予想しよう

計画しよう

友
とも
達
だち
の考えのなかで，よいと思ったものは，理由とともに記

き
録
ろく
しておこう。 グッド！

水を熱すると，
温度が上がって，
湯になると思う。

やかんの上に
見える白い物は，
何かな。

やかんの中のようすは，
どうなっているのかな。

やかんで水を熱したときのようす

温度の変わり方を調べるから，
水を冷やしたときの実験を
参
さん
考
こう
にするといいね。
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実験2
水を熱したときの温度の変わり方と
水のようすを調べましょう。

予想をたしかめるための方
ほう
法
ほう
を考えることが

できたでしょうか。　　　　　　　……

ふり返ろう

実験そう置
ち

を用意する。
右ページの図を見て，組み立てる。●

水を熱して，水の温度と
ようすを調べる。
水の温度を１分ごとに記

き
録
ろく
する。●

水のようすをよく観察して，
気づいたことがあれば記録する。

●

結果は，実験１と同じように，表に整理する。●

2

1

それならば，結
けっ
果
か
を折

お
れ線

せん
グラフに

表すと，温度の変わり方が
わかりやすいね。

水を冷
ひ
やしたときと

同じように，温度計で
水の温度の変

か
わり方を

調べればよいと思います。

やかんでは，中の水のようすが
わからないけれど，
ビーカーを使えば，水のようすも
観
かん
察
さつ
しやすいね。

実
じっ
験
けん
用ガスこんろを

使えば，水を
熱
ねっ
することができるよ。

水を冷やしたときの
けいけんをもとに，
考えることができていますね。

ぼう温度計の液
えき
だめが，

ビーカーの底
そこ
につかない

ようにする。

ふっとう石
せき
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児
童
も
先
生
も
理
科
が
楽
し
く
な
る
教
科
書

●4年p.169，170，172 「水のすがたと温度」 ●4年p.39「天気と気温」

●6年p.68～69「植物について考えよう」●4年p.146「物のあたたまり方」

「学びをつなごう」には，知識をつなげて考える問題
「つなげて考えよう」を設定しています。

深い学び 観点別特色一覧表
No.1，No.5，No.10，No.11，No.13，No.21，No.25，No.41，No.43，No.44

解答例を，各学年の巻末に
示しているので，家庭学習
で取り組むこともできます。

学力向上を徹底的にサポート
問題解決の過程をつないだ「学びのライン」によって，
見通しをもって主体的に学びを進めていくことができます。
これによって，資質・能力を確実に育成できます。

習得した知識が「使える知識」に
各問題解決の終末には，「学びを生かして深めよう」を設定しています。
学んだことを生かして日常生活の事象などについて考え，説明することで，
習得した知識が「使える知識」に深化し，「深い学び」が実現します。

資質・能力の育成状況を見取る
単元末の「たしかめよう」では，
知識・技能，思考・判断・表現の観点ごとに，
それらの育成状況を見取ることができる問題を設定しています。（→詳しくは本紙p.18へ！）

学びがつながり，深まる
領域ごとにテーマを設けて， 「学びをつなごう」を設定しています。
下位学年や他単元で学んだ内容を使って総合的に考えることで，
児童の中で個別の知識がつながり，科学的な概念が形成され，「深い学び」が実現します。

資質・能力を確実に育成できます。──  学びのライン，学びを生かして深めよう，たしかめよう，学びをつなごう
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「考えよう」では，各学年で主に
育成を目指す問題解決の力の育
成状況を見取ることができます。

3

　これまで，理科では，毎年，いろいろな植物を
育て，多くのことを学んできました。植物は，
どのようにして育ち，生命をつないでいるのか，
ふり返って，まとめましょう。

植物について考えよう学びを
つなごう  

1
　植物は，どのように育つでしょうか。
また，からだのつくりは，どのようになって
いるでしょうか。

2
　あたたかさと植物の成長のようすとの関係について，説明しましょう。

サクラのようすは，春から，どのように変化したか，ア～ エを，

正しい順に並
なら

べかえよう。

春（　　　）　→　夏（　　　）　→　秋（　　　）　→　冬（　　　）

サクラとヘチマでは，冬ごしのしかたに，どのようなちがいが

あっただろうか。

ア ウ エ

4
　植物の成長について，
説明しましょう。

5
　花が実になるときの
しくみについて，
説明しましょう。

めしべ　花粉　受粉

つなげて

考えよう  

キウイフルーツは，めばなとおばなが，
それぞれ，別の木にさきます。
そのため，確実に実ができるように
するために，めばながさく木に，
下の写真のような作業を行っています。
この作業は，何をしていると
考えられるでしょうか。

3年

5年 5年・6年

4年

5年

　植物の発芽について，
説明しましょう。

種子が発芽するためには，

， ， が

必要である。

種子の中には， が

ふくまれていて，発芽するときの

として使われる。

図の の中に，当てはまる

言葉をかき入れよう。

植物がよく成長する

ためには， と

が必要である。

 植物の葉に日光が

当たると， が

できる。

の中の

言葉を使って，

説明しよう。

花が実になるときのしくみで，
どの植物でも同じところは，何かな。

理科のミカタ

ホウセンカ

イ

ア

ヘチマの
花粉

管
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液が出ている。

6968

思考力，判断力，表現力等

この場面では，
4年で主に育成を目指す
問題解決の力である，
「既習の内容や生活経験を基に，
根拠のある予想や仮説を
発想する力」を使って考えます。

1110
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　物が燃えるときには，「燃える物」，「温度」，
「酸素」の３つの条件がそろっています。燃える物に
よって，燃える温度はちがいます。例えば，
木はおよそ250℃以上にならないと燃えません。
また，空気中の酸素の体積の割

わり

合
あい

が
およそ16％以上にならないと物が燃えないのは，
みなさんが学んだとおりです。
　この３つの条件は，消火にも大きく関係します。
この３つの条件のうち，どれか１つでもとり除

のぞ

けば，
火が消えるからです。
　そこで，消火するときには，ポンプ車で大量の水を
火にかけることで，温度を下げたり，燃える物が酸素に
ふれないようにしたりします。大量の水は，火事になった
ところの近くにある消火せんに，ポンプ車のホースを
つなげてくみ上げます。
　また，工場などの火事で油などが燃えると，
温度がとても高くなり，水を直接かけるとばく発する
危
き

険
けん

があります。そのようなときには，消火用の薬品と
水を混ぜてつくったあわを，燃える物にかけます。
こうすることで，燃える物があわでおおわれ，
酸素にふれなくなります。
　火事を発見したら，まわりのおとなの人に助けを求め，
消
しょう

防
ぼう

署
しょ

に連らくしてもらいましょう。そして安全な
ところまでひなんして，自分の生命を守ってください。

理科のひろば

消火せんから
水をくみ上げて
いるようす

工場での火事

化学車　消火用の薬品を積んでいる。

消火訓練を行う今井さん

今井さん
［静

しず
岡
おか
県　沼

ぬま
津
づ
市］

火を消すために必要なこと
～消防隊員の今

いま

井
い

さんに聞きました～

消火用の
薬品

消火用の薬品と
水を混ぜて
つくったあわ

27

給
きゅう
食
しょく
，

おいしかったなあ。
おなかがすくと，
力
ちから
が出

で
なくなるよね。

あっ。メダカにも
えさをやらなきゃ。

4

どうしたの。 メダカは，
息
いき
つぎしなくても，

ずっと
泳
およ
げるんだね。

だって
魚
さかな
だもん。

魚
さかな
は，

いつ，息
いき
をして

いるのかな。

ふうむ。

5 6

空
くう
気
き
を……。

食
た
べ物

もの
を……。

私
わたし
たち人

ひと
やメダカが

生
い
きていくためには，

何
なに
が必

ひつ
要
よう
だと思

おも
いますか。

7

人
ひと

やほかの動
どう

物
ぶつ

のからだのはたらきについて，
いろいろな方

ほう

法
ほう

で調
しら

べ，それらの結
けっ

果
か

をもとに，
どのようなことがいえるか，考

かんが

えましょう。

動物のからだの
はたらき

動
どう

物
ぶつ

は，生
い

きていく
ために必

ひつ

要
よう

な物
もの

を，
どのようにして
とり入

い

れているの
だろうか。

学ぶ前の私
きていく

を，

れているの

学ぶ前の私

33

 呼吸のはたらきを調べる実験の方法について，ふり返って，
 まとめましょう。
⑴      石

せっ

灰
かい

水
すい

を入れたふくろに息をふきこみ，ふくろをふると，
 中の石灰水はどうなりますか。また，このことから，どのようなことが
 わかりますか。
⑵ 気体検知管を使うと，何をはかることができますか。
 また，気体検知管を使ったとき，どのようなことに注意しましたか。

2

⑴ 朝から雨が降
ふ

っているので，
 ともこさんたちは，教室の窓

まど

を
 すべて閉

し

めたままにしていました。
 すると，２時間目の授業が終わった後に，
 先生が，しばらく窓をあけるように
 言いました。
 先生は，どうして窓をあけるように
 言ったのでしょうか。窓やとびらを
 閉め切った教室の中にずっといると，
 どんなことが起きると考えられますか。
⑵ 人は，鼻や口から空気を吸

す

い，肺
はい

で空気中の
 酸素の一部をからだにとり入れています。
 右の図は，ネコのからだのつくりです。
 ネコは，どのように呼吸をしていると
 考えられますか。
 また，そう考えた理由を説明しましょう。

考えよう ⑴ 42，43，46ページ　⑵ 43ページ思い出そう

ふり返ろう
⑴ 学ぶなかで，よいと思った友達の考えを，
 記録をふり返って思い出し，
 理由とともに伝え合いましょう。
⑵ 学んだことは，自分にとって役に立つと
 思いましたか。どのようなことに
 役に立つと思うか，かきましょう。

動物は，生きていくために
必要な物を，どのように
してとり入れているの
だろうか。

学んだ後の私
動物は，生きていくために

学んだ後の私

気管 肺

53

二酸化炭素ボンベ

曲がるストロー

プラスチックの入れ物実験3

● 入れ物はどうなるかを調べ，
 記録する。

しっかりとふたをして，
入れ物をよくふる。

2

二酸化炭素は水にとけるか
調べましょう。

用意する物　　 二酸化炭素ボンベ
　　　　　　　 プラスチックの入れ物　 曲がるストロー
　　　　　　　 水　 水そう　 石灰水　 炭酸水　
　　　　　　　 ビーカー　 保護めがね

プラスチックの入れ物を
水で満たし，二酸化炭素を
半分ぐらい入れる。

1

入れ物の中の液を，
石灰水に少しずつ入れる。

3

● 石灰水はどうなるかを調べ，
 記録する。
● 水を石灰水に入れたときと
 比べる。
● 炭酸水を石灰水に入れた
 ときと比べる。

よくふる2

石灰水に入れる3

二酸化炭素を入れる1

● 炭酸水には二酸化炭素が
 とけていたといえるだろうか。

二酸化炭素

水

レベルアップ 理科の力

実験２と実験３の結果から，炭酸水に
とけている物が二酸化炭素と
いえるかどうか，考えてみよう。

理科のミカタ

考察しよう

実験２と実験３の結果から，炭酸水には
何がとけているといえるか，
もういちど，考えましょう。

友達の考えのなかで，よいと思ったものは，理由とともに記録しておこう。 グッド！

石灰水

きけんきけん ボンベの二酸化炭素を
吸
す
いこんではいけない。

きけんきけん 保護めがねをつけて，
実験を行う。

　　石灰水は，
207ページを見て，
正しく使おう。

175

ページ 職業

27 消防隊員
39 医師
65 林業家
77 農家
84 料理人
129 気象庁職員
163 ロボット開発者
197 建築家

単元末で友達の考えを振り返ることができるように，「レベルアップ 理科の
力」の中で，よいと思った友達の考えを記録しておくことを促しています。

●6年p.33「動物のからだのはたらき」 単元導入

●6年p.53「動物のからだのはたらき」 単元末

6年で紹介している「働く人」の例

●6年p.27
　「物の燃え方と空気」●6年p.175

主体的な学び 深い学び 観点別特色一覧表
No.2，No.5，No.15，No.21，No.35，No.38，No.43

 水溶液の性質とはたらきについて，まとめましょう。
⑴ 食塩水，石

せっ

灰
かい

水
すい

，アンモニア水，塩酸，炭酸水の，
 それぞれの性質をふり返って，まとめましょう。
 ①上の５種類の水溶液のうち，固体がとけている物はどれですか。また，
 　気体がとけている物は，どれですか。
 ②上の５種類の水溶液を，酸性，中性，アルカリ性に
 　なかま分けしましょう。 
⑵ 水溶液にとけている物が，固体と気体のどちらなのかを調べるとき，
 どのような実験をすればよいですか。
⑶ 塩酸にアルミニウムがとけた液から出てきた物は，もとのアルミニウムと
 同じ物ですか。

 水溶液の性質の調べ方について，まとめましょう。
⑴ 薬品や水溶液をあつかうときに，どのようなことに気をつけたか，
 ふり返って，まとめましょう。
⑵ リトマス紙を使うときに，どのようなことに気をつけたか，
 ふり返って，まとめましょう。

たしかめようたしかめよう
わかったかな・できたかな 思い出そう

1

2

　試験管の中に，食塩水，石灰水，アンモニア水，塩酸，
炭酸水のいずれかが入っています。
いずみさんは，においを調べた結果から，
右のように考えました。このとき，さらに，
どのようなことを調べて，どのような結果が出れば，
いずみさんの考えがより確かであるといえますか。

考えよう 思い出そう

1  ⑴ 172，176，178ページ　⑵ 171～172ページ 
　　⑶ 186ページ　 2  ⑴ 209ページ　⑵ 209ページ

177～178ページ

つんとしたにおいが
したから，アンモニアだと
思うよ。

いずみさんふり返ろう
⑴ 学ぶなかで，よいと思った友達の考えを，
 記録をふり返って思い出し，
 理由とともに伝え合いましょう。
⑵ 学んだことは，自分にとって役に立つと
 思いましたか。どのようなことに
 役に立つと思うか，かきましょう。

いろいろな水溶液には，
どのようなちがいが
あるのかな。

学んだ後の私学んだ後の私

187

 水溶液の性質とはたらきについて，まとめましょう。
⑴ 食塩水，石

せっ

灰
かい

水
すい

，アンモニア水，塩酸，炭酸水の，
 それぞれの性質をふり返って，まとめましょう。
 ①上の５種類の水溶液のうち，固体がとけている物はどれですか。また，
 　気体がとけている物は，どれですか。
 ②上の５種類の水溶液を，酸性，中性，アルカリ性に
 　なかま分けしましょう。 
⑵ 水溶液にとけている物が，固体と気体のどちらなのかを調べるとき，
 どのような実験をすればよいですか。
⑶ 塩酸にアルミニウムがとけた液から出てきた物は，もとのアルミニウムと
 同じ物ですか。

 水溶液の性質の調べ方について，まとめましょう。
⑴ 薬品や水溶液をあつかうときに，どのようなことに気をつけたか，
 ふり返って，まとめましょう。
⑵ リトマス紙を使うときに，どのようなことに気をつけたか，
 ふり返って，まとめましょう。

たしかめようたしかめよう
わかったかな・できたかな 思い出そう

1

2

　試験管の中に，食塩水，石灰水，アンモニア水，塩酸，
炭酸水のいずれかが入っています。
いずみさんは，においを調べた結果から，
右のように考えました。このとき，さらに，
どのようなことを調べて，どのような結果が出れば，
いずみさんの考えがより確かであるといえますか。

考えよう 思い出そう

1  ⑴ 172，176，178ページ　⑵ 171～172ページ 
　　⑶ 186ページ　 2  ⑴ 209ページ　⑵ 209ページ

177～178ページ

つんとしたにおいが
したから，アンモニアだと
思うよ。

いずみさんふり返ろう
⑴ 学ぶなかで，よいと思った友達の考えを，
 記録をふり返って思い出し，
 理由とともに伝え合いましょう。
⑵ 学んだことは，自分にとって役に立つと
 思いましたか。どのようなことに
 役に立つと思うか，かきましょう。

いろいろな水溶液には，
どのようなちがいが
あるのかな。

学んだ後の私学んだ後の私

187●6年p.187

③ 単元末の「ふり返ろう」
 友達と学び合う意義や，
 理科を学ぶ意義を振り返ります。

自らの成長に気付く
学びの区切りごとに「ふり返ろう」を設定しています。自らの学びを振り返り，見直すことで，
成長を実感して自己肯定感を高めるとともに，友達と学び合う意義や
理科を学ぶ意義を実感して，学び続ける態度を育成することができます。

理科がもっと楽しくなる
5・6年では，単元導入に「学ぶ前の私」，単元末に「学んだ後の私」として同じ問いを設定しています。
学ぶ前後で同じ問いについて考えることで，分かるようになった自分を実感でき，
理科がもっと楽しくなります。

自らの将来を見つめる
5・6年の「理科のひろば」と「学びを生かして深めよう」では，働く人へのインタビュー形式の
コラム資料を数多く取り上げています。働く人の仕事に対する思いを読む中で，
理科の学びと自らの将来との関連を捉え，学ぶ意欲が更に高まります。

分かる喜びと自らの成長を実感できます。──ふり返ろう，学ぶ前の私・学んだ後の私，理科のひろば

二酸化炭素ボンベ

曲がるストロー

プラスチックの入れ物実験3

● 入れ物はどうなるかを調べ，
 記録する。

しっかりとふたをして，
入れ物をよくふる。

2

二酸化炭素は水にとけるか
調べましょう。

用意する物　　 二酸化炭素ボンベ
　　　　　　　 プラスチックの入れ物　 曲がるストロー
　　　　　　　 水　 水そう　 石灰水　 炭酸水　
　　　　　　　 ビーカー　 保護めがね

プラスチックの入れ物を
水で満たし，二酸化炭素を
半分ぐらい入れる。

1

入れ物の中の液を，
石灰水に少しずつ入れる。

3

● 石灰水はどうなるかを調べ，
 記録する。
● 水を石灰水に入れたときと
 比べる。
● 炭酸水を石灰水に入れた
 ときと比べる。

よくふる2

石灰水に入れる3

二酸化炭素を入れる1

● 炭酸水には二酸化炭素が
 とけていたといえるだろうか。

二酸化炭素

水

レベルアップ 理科の力

実験２と実験３の結果から，炭酸水に
とけている物が二酸化炭素と
いえるかどうか，考えてみよう。

理科のミカタ

考察しよう

実験２と実験３の結果から，炭酸水には
何がとけているといえるか，
もういちど，考えましょう。

友達の考えのなかで，よいと思ったものは，理由とともに記録しておこう。 グッド！

石灰水

きけんきけん ボンベの二酸化炭素を
吸
す
いこんではいけない。

きけんきけん 保護めがねをつけて，
実験を行う。

　　石灰水は，
207ページを見て，
正しく使おう。

175

水と二酸化炭素を入れた
入れ物をふると，
入れ物がへこんだ。

入れ物の中の液を
石
せっ
灰
かい
水
すい
に入れると，

石灰水が白くにごった。

ラムネにとけている物は？

A 石灰水にラムネを入れて混ぜる。　Ｂ ラムネから水を蒸発させる。

［結果の例］

　ラムネは，主に，あまい味をつけるための砂
さ

糖
とう

と，二酸化炭素を水にとかして
つくった飲み物です。ラムネには，固体（砂糖）と気体（二酸化炭素）の両方が
とけていることを確かめるために，下のＡ，Ｂの２つの実験を行いました。

ＡとＢの実験では，それぞれ，固体（砂糖）と気体（二酸化炭素）の
どちらがとけていることを調べることができるでしょうか。

観察や実験の結果をもとに，より確かな考えを
導き出すことができたでしょうか。　 ……

ふり返ろう

学ぶなかで，大切だと思ったことを，自分なりの言葉でまとめましょう。ふり返ろう

では，実験１で水を蒸
じょう
発
はつ
させたとき，蒸発皿に

何も残らなかったアンモニア水，塩酸，炭酸水には，
何がとけていたといえるでしょうか。

入れ物をふると，入れ物が
へこんだのは，二酸化炭素が
水にとけたからだね。

二酸化炭素が水にとけることから，
実験２で考えたことが，
より確かだといえるね。

学びを生かして深めよう

 二酸化炭素がとけた水
すい

溶
よう

液
えき

が，炭酸水です。

まとめ

 水溶液には，気体がとけているものがあります。
 アンモニア水，塩酸，炭酸水から水を蒸発させて，何も
 残らなかったのは，それらの水溶液には気体がとけているからです。

どれも，気体が
とけていたのだと
思います。

176

そのほかに使われているマーク

次の問題を見つけよう

学びを生かして深めよう

ふり返る

注目する

自分の成長を知る　

友達の考えのなかで，
よいと思ったものは，理由とともに記録しておきましょう。

 グッド！

　　５年　社会科
これまでに学んだことや，
くらしのなかで経験したことを
思い出しましょう。

学んだことを使おう

いろいろな方法で調べたことで，
より確かな考えを
つくることができました。

友達と話し合うなかで，
自分の考えを深める
ことができました。

自然を大切に
しましょう。

このマークがあるところでは，
インターネットを使って，学ぶことが
できるようになっています。くわしくは，
220ページを見ましょう。

学ぶなかで，大切だと
思ったことを，自分なりの
言葉でまとめましょう。

ふり返ろう

物は，どのようなときに，
よく燃えるのだろうか。

学ぶ前の私
わたし

物は，どのようなときに，
よく燃えるのだろうか。

学んだ後の私
物は，どのようなときに，

学んだ後の私
物は，どのようなときに，
よく燃えるのだろうか。

私
わたし

思ったことを，自分なりの

理科のミカタ理科のミカタ

問題を解決するために, いろいろな
角度から考えたり，いろいろな
ことに注目したりして，
考えましょう。

もっと調べてみたいときに
チャレンジしましょう。
（全員が学ばなくてもよい内容です。）

はってん

深める

学ぶ前と学んだ後に，同じ問いについて

考え，自分の考えを比べましょう。

次にとり組みたい

問題を見つけましょう。

学んだことを生かして，

自分なりに考えましょう。

5

●6年p.5
　「理科の学び方」

●6年p.176

② 問題解決の終末の「ふり返ろう」
 学ぶ中で大切だと思ったことを振り返ります。

各学年巻頭の「理科の学び方」で，振り返りの
ねらいが分かるように，具体例を示しています。

水と二酸化炭素を入れた
入れ物をふると，
入れ物がへこんだ。

入れ物の中の液を
石
せっ
灰
かい
水
すい
に入れると，

石灰水が白くにごった。

ラムネにとけている物は？

A 石灰水にラムネを入れて混ぜる。　Ｂ ラムネから水を蒸発させる。

［結果の例］

　ラムネは，主に，あまい味をつけるための砂
さ

糖
とう

と，二酸化炭素を水にとかして
つくった飲み物です。ラムネには，固体（砂糖）と気体（二酸化炭素）の両方が
とけていることを確かめるために，下のＡ，Ｂの２つの実験を行いました。

ＡとＢの実験では，それぞれ，固体（砂糖）と気体（二酸化炭素）の
どちらがとけていることを調べることができるでしょうか。

観察や実験の結果をもとに，より確かな考えを
導き出すことができたでしょうか。　 ……

ふり返ろう

学ぶなかで，大切だと思ったことを，自分なりの言葉でまとめましょう。ふり返ろう

では，実験１で水を蒸
じょう
発
はつ
させたとき，蒸発皿に

何も残らなかったアンモニア水，塩酸，炭酸水には，
何がとけていたといえるでしょうか。

入れ物をふると，入れ物が
へこんだのは，二酸化炭素が
水にとけたからだね。

二酸化炭素が水にとけることから，
実験２で考えたことが，
より確かだといえるね。

学びを生かして深めよう

 二酸化炭素がとけた水
すい

溶
よう

液
えき

が，炭酸水です。

まとめ

 水溶液には，気体がとけているものがあります。
 アンモニア水，塩酸，炭酸水から水を蒸発させて，何も
 残らなかったのは，それらの水溶液には気体がとけているからです。

どれも，気体が
とけていたのだと
思います。

176

水と二酸化炭素を入れた
入れ物をふると，
入れ物がへこんだ。

入れ物の中の液を
石
せっ
灰
かい
水
すい
に入れると，

石灰水が白くにごった。

ラムネにとけている物は？

A 石灰水にラムネを入れて混ぜる。　Ｂ ラムネから水を蒸発させる。

［結果の例］

　ラムネは，主に，あまい味をつけるための砂
さ

糖
とう

と，二酸化炭素を水にとかして
つくった飲み物です。ラムネには，固体（砂糖）と気体（二酸化炭素）の両方が
とけていることを確かめるために，下のＡ，Ｂの２つの実験を行いました。

ＡとＢの実験では，それぞれ，固体（砂糖）と気体（二酸化炭素）の
どちらがとけていることを調べることができるでしょうか。

観察や実験の結果をもとに，より確かな考えを
導き出すことができたでしょうか。　 ……

ふり返ろう

学ぶなかで，大切だと思ったことを，自分なりの言葉でまとめましょう。ふり返ろう

では，実験１で水を蒸
じょう
発
はつ
させたとき，蒸発皿に

何も残らなかったアンモニア水，塩酸，炭酸水には，
何がとけていたといえるでしょうか。

入れ物をふると，入れ物が
へこんだのは，二酸化炭素が
水にとけたからだね。

二酸化炭素が水にとけることから，
実験２で考えたことが，
より確かだといえるね。

学びを生かして深めよう

 二酸化炭素がとけた水
すい

溶
よう

液
えき

が，炭酸水です。

まとめ

 水溶液には，気体がとけているものがあります。
 アンモニア水，塩酸，炭酸水から水を蒸発させて，何も
 残らなかったのは，それらの水溶液には気体がとけているからです。

どれも，気体が
とけていたのだと
思います。

176

●6年p.176「水溶液の性質とはたらき」

① 「レベルアップ 理科の力」の「ふり返ろう」
 考える力について振り返ります。

水と二酸化炭素を入れた
入れ物をふると，
入れ物がへこんだ。

入れ物の中の液を
石
せっ
灰
かい
水
すい
に入れると，

石灰水が白くにごった。

ラムネにとけている物は？

A 石灰水にラムネを入れて混ぜる。　Ｂ ラムネから水を蒸発させる。

［結果の例］

　ラムネは，主に，あまい味をつけるための砂
さ

糖
とう

と，二酸化炭素を水にとかして
つくった飲み物です。ラムネには，固体（砂糖）と気体（二酸化炭素）の両方が
とけていることを確かめるために，下のＡ，Ｂの２つの実験を行いました。

ＡとＢの実験では，それぞれ，固体（砂糖）と気体（二酸化炭素）の
どちらがとけていることを調べることができるでしょうか。

観察や実験の結果をもとに，より確かな考えを
導き出すことができたでしょうか。　 ……

ふり返ろう

学ぶなかで，大切だと思ったことを，自分なりの言葉でまとめましょう。ふり返ろう

では，実験１で水を蒸
じょう
発
はつ
させたとき，蒸発皿に

何も残らなかったアンモニア水，塩酸，炭酸水には，
何がとけていたといえるでしょうか。

入れ物をふると，入れ物が
へこんだのは，二酸化炭素が
水にとけたからだね。

二酸化炭素が水にとけることから，
実験２で考えたことが，
より確かだといえるね。

学びを生かして深めよう

 二酸化炭素がとけた水
すい

溶
よう

液
えき

が，炭酸水です。

まとめ

 水溶液には，気体がとけているものがあります。
 アンモニア水，塩酸，炭酸水から水を蒸発させて，何も
 残らなかったのは，それらの水溶液には気体がとけているからです。

どれも，気体が
とけていたのだと
思います。
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自己チェックマーク

給
きゅう
食
しょく
，

おいしかったなあ。
おなかがすくと，
力
ちから
が出

で
なくなるよね。

あっ。メダカにも
えさをやらなきゃ。
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どうしたの。 メダカは，
息
いき
つぎしなくても，

ずっと
泳
およ
げるんだね。

だって
魚
さかな
だもん。

魚
さかな
は，

いつ，息
いき
をして

いるのかな。

ふうむ。
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空
くう
気
き
を……。

食
た
べ物

もの
を……。

私
わたし
たち人

ひと
やメダカが

生
い
きていくためには，

何
なに
が必

ひつ
要
よう
だと思

おも
いますか。

7

人
ひと

やほかの動
どう

物
ぶつ

のからだのはたらきについて，
いろいろな方

ほう

法
ほう

で調
しら

べ，それらの結
けっ

果
か

をもとに，
どのようなことがいえるか，考

かんが

えましょう。

動物のからだの
はたらき

動
どう

物
ぶつ

は，生
い

きていく
ために必

ひつ

要
よう

な物
もの

を，
どのようにして
とり入

い

れているの
だろうか。

学ぶ前の私
きていく

を，

れているの

学ぶ前の私
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「学ぶ前の私」の思考例

「学んだ後の私」の思考例

 呼吸のはたらきを調べる実験の方法について，ふり返って，
 まとめましょう。
⑴      石

せっ

灰
かい

水
すい

を入れたふくろに息をふきこみ，ふくろをふると，
 中の石灰水はどうなりますか。また，このことから，どのようなことが
 わかりますか。
⑵ 気体検知管を使うと，何をはかることができますか。
 また，気体検知管を使ったとき，どのようなことに注意しましたか。

2

⑴ 朝から雨が降
ふ

っているので，
 ともこさんたちは，教室の窓

まど

を
 すべて閉

し

めたままにしていました。
 すると，２時間目の授業が終わった後に，
 先生が，しばらく窓をあけるように
 言いました。
 先生は，どうして窓をあけるように
 言ったのでしょうか。窓やとびらを
 閉め切った教室の中にずっといると，
 どんなことが起きると考えられますか。
⑵ 人は，鼻や口から空気を吸

す

い，肺
はい

で空気中の
 酸素の一部をからだにとり入れています。
 右の図は，ネコのからだのつくりです。
 ネコは，どのように呼吸をしていると
 考えられますか。
 また，そう考えた理由を説明しましょう。

考えよう ⑴ 42，43，46ページ　⑵ 43ページ思い出そう

ふり返ろう
⑴ 学ぶなかで，よいと思った友達の考えを，
 記録をふり返って思い出し，
 理由とともに伝え合いましょう。
⑵ 学んだことは，自分にとって役に立つと
 思いましたか。どのようなことに
 役に立つと思うか，かきましょう。

動物は，生きていくために
必要な物を，どのように
してとり入れているの
だろうか。

学んだ後の私
動物は，生きていくために

学んだ後の私

気管 肺
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学ぶ前と比較して，自らの考えが
質・量ともに高まったことを実感
することができます。

食べ物を食べて消化し，
小腸から養分を取り入れたり，
呼吸をして，肺から酸素を
取り入れたりしているよ。

食べ物を食べたり，
空気を吸ったり
しているね。

　物が燃えるときには，「燃える物」，「温度」，
「酸素」の３つの条件がそろっています。燃える物に
よって，燃える温度はちがいます。例えば，
木はおよそ250℃以上にならないと燃えません。
また，空気中の酸素の体積の割

わり

合
あい

が
およそ16％以上にならないと物が燃えないのは，
みなさんが学んだとおりです。
　この３つの条件は，消火にも大きく関係します。
この３つの条件のうち，どれか１つでもとり除

のぞ

けば，
火が消えるからです。
　そこで，消火するときには，ポンプ車で大量の水を
火にかけることで，温度を下げたり，燃える物が酸素に
ふれないようにしたりします。大量の水は，火事になった
ところの近くにある消火せんに，ポンプ車のホースを
つなげてくみ上げます。
　また，工場などの火事で油などが燃えると，
温度がとても高くなり，水を直接かけるとばく発する
危
き

険
けん

があります。そのようなときには，消火用の薬品と
水を混ぜてつくったあわを，燃える物にかけます。
こうすることで，燃える物があわでおおわれ，
酸素にふれなくなります。
　火事を発見したら，まわりのおとなの人に助けを求め，
消
しょう

防
ぼう

署
しょ

に連らくしてもらいましょう。そして安全な
ところまでひなんして，自分の生命を守ってください。

理科のひろば

消火せんから
水をくみ上げて
いるようす

工場での火事

化学車　消火用の薬品を積んでいる。

消火訓練を行う今井さん

今井さん
［静

しず
岡
おか
県　沼

ぬま
津
づ
市］

火を消すために必要なこと
～消防隊員の今

いま

井
い

さんに聞きました～

消火用の
薬品

消火用の薬品と
水を混ぜて
つくったあわ
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