
令和 3年度　新しい科学

人と文化を育む

「新しい科学」では，学習内容に関連して，さまざまな職業に就いている人の紹介や，日本の科学技術，
伝統・文化の紹介，オリンピック・パラリンピックを題材とした教材を数多くとり上げています。
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？ 仮説 実験問題発見 !分析解釈 活用

　ファラデーは，電流が磁気をうみ出すことが
できるなら，逆に磁気から電流を発生させる
ことができないだろうかと考えました。1820
年代にさまざまな装置を組み立てて実験を試

みた結果，1831年に電磁誘
導を発見しました。その翌年
につくられた世界初の発電機
もファラデーの発想によるも
のからでした。

科学の歴史科学つながる

　コイルに磁石を出し入れしたり，コイルを磁
石に近づけたり遠ざけたりすると，電流が流れ

た。磁石やコイルを速く動かしたり，コイルの巻数を多くしたり
すると，流れる電流は大きくなった。コイルに磁石を入れるとき
と出すときとでは，流れる電流の向きは逆になる。コイルを動
かすときも同様である。また，出し入れする磁石の極を変えて
も，流れる電流の向きは逆になる。
● 電磁誘導
　磁石やコイルを動かすことで，コイルの内部の磁界が変化
すると，その変化にともない電圧が生じてコイルに電流が流れ
る。この現象を電

でん

磁
じ

誘
ゆ う ど う

導といい，このときに流れる電流を
誘
ゆ う ど う

導電
でん

流
りゅう

という。
　磁界の変化が大きいほど，また，コイルの巻数が多いほど，
誘導電流は大きくなる。電磁誘導を利用して電流をつくり出し
ているものが発電機である。

実験から

実験8の結果例

図1

コイルの上で磁石を動かす実験

図2

電磁誘導の発見

見てみよう学びをいかして考えよう

図2 のように，コイルの上で磁石を動かしたとき，コイルに
は電流が流れるだろうか。その理由も考えよう。

活用活用活用
検流計へ

　ハインリヒ・レンツ（ロシア，1804年～
1865年）は，磁界を変化させるとその変化
をさまたげる向きに誘導電流が生じること
を見いだした。これをレンツの法則という。
右図のように，コイルに上からN極を近づ
けると，コイル内の下向きの磁力線は多くな
り，磁界は強くなる。それを打ち消す（上向
きの磁力線ができる）ように，コイルに誘導
電流が流れる。

コイルに流れる誘導電流の向き

近づける。

誘導電流の向き

コイルの内側の磁界の
変化をさまたげるような
磁界をつくる向きに
誘導電流が流れる。

誘導電流による
磁界の向き

磁石の磁界
の向き

マイケル・ファラデー
（イギリス，1791年
～1867年）

モーターと発電機の原理
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磁界の中の
コイルに電流を流すと
コイルが動く。

（モーターの原理）

磁界の中の
コイルを動かすと
コイルに電流が
流れる。

（発電機の原理）

　手回し発電機は，モーターの中心部のコイ
ルを回転させると，まわりの磁石によってコイ
ルに誘導電流が流れるしくみになっています。
自転車の発電機は逆に，中心部の磁石が回転
することでコイルに誘導電流が流れます。
　電磁誘導は発電機ばかりでなく，さまざまな
電気器具に利用されています。マイクロホンは，
音による振

しんどう

動によって磁界の中に置いたコイ
ルを振動させることで電磁誘導を起こし，電
流に変えています。スピーカーは，この逆のしく
みで音を出します。マイクロホンとスピーカーは，
つくりがほとんど同じなので，スピーカーを2
つつないで，一方をマイクロホン，もう一方をス
ピーカーとしてはたらかせることができます。
　電磁調理器（IH調理器）の本体内部にはコ
イルがあり，そこに流れる電流の向きが常に
変化するようにすれば磁界も変化します。する
と金属のなべの底に誘導電流が流れ，その電
流によってなべの底で熱が発生するのです。
　電車やバスに乗るときに使うICカードには，

コイル型のアンテナが内蔵されています。カー
ドリーダーによる磁界の変化をICカードのア
ンテナがとらえると，誘導電流が流れてICチ
ップが起動し，データをやりとりします。

こんなところにも電磁誘導が！

くらしと科学科学つながる

マイクロホン スピーカー

音 音
　誘導電流

コイル

磁石

磁石

磁石

282ページの　　 課題に対して自分の考えをまとめよう。
（使用するキーワード →磁界，変化）

例文は →p.289へ

課題に対する結論を表現しよう

ノートに書いてほかの人と比べよう

282ページの　　 課題に対して自分の考えをまとめよう。
!!!!!!!!!!!

282ページの　　 課題に対して自分の考えをまとめよう。
（使用するキーワード →磁界，変化）

???????????

コイルの
内側の
磁力線は
少ない。

コイルの
内側の
磁力線が
多くなる。

誘導電流
の向き

磁石の磁界の向き

近づける。

検流計へ
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発展 高校

マイクロホンとスピーカーのしくみ

285284
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学習指導要領に示されてい
なくても，学びを深められ
たり興味を引き出せたりす
る内容であれば，「発展」と
してとり上げています。高校
につながる内容もあります。

道徳教育
との関連

発展的な学習内容

発展 （学習時期）

科学で調べていこう

考察はここをおさえよう

実験の目的は
何だったか。

調べようとしたことを
思い出そう。

結果と仮説・予想は
合っているか。

目的を解決できたか，言葉でまとめよう。

結果が仮説とちがった理由を考えて，
どうするか考えよう。

探究の流れと教科書の使い方

好奇心をもって，身のまわりを見て
みよう。

知りたい疑問を探究の課題としよう。
課題を解決するために，どのような
情報が必要か考えよう。

合っている

いえる

い
え
な
い

合って
い
な
い

課題を解決するために，仮説（課題に
対する自分の考え）を立て，探究の
見通しをもとう。

仮説をもとに，どのような観察や実験
を行うか，調べ方を考えよう。

計画した観察や実験を行ってみよう。
そのときの条件やとちゅうで気づいた
ことも記録しよう。

解決方法を考えよう

探究をふり返ろう

課題に対する結論を表現しよう

学びをいかして考えよう

レッツ スタート！

好奇心をもって，身のまわりを見て

問題
発見
問題
発見
問題
発見

課題に対する自分の考えは？課題に対する自分の考えは？仮説仮説仮説

調べ方を考えよう構想構想構想

ふり
返り
ふり
返り
ふり
返り

活用活用活用

課題???????????
課題に対する結論を表現しよう!!!!!!!!!!!
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小麦粉は水に
とけないのでは？

まずは水に
入れてみる？

水に
とけない物も
あるね。

とけたものは，
温度を

変えてみよう。
どうなるかな。

光
こう

沢
たく

がちがうから，
ルーペで

拡大してみたら？

よし，やるぞ！
これ以上

とけなくなるまで
やってみよう。

1
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4

5

砂糖はたしか
あたためた水には
たくさんとけたよ。

砂糖は熱すると
いいにおいが
しそう。

塩と砂糖と
小麦粉って
区別つく？

なめたら
絶対わかる。

いや，
砂糖と塩は
無理でしょ。

あたためたら，
もっととけたから
こっちが〇〇だ。

物質の
性質のちがいが
ポイントだね。

結果と予想が
ちがっても
いいんだよ。

もっと効率的に
調べる方法は
なかったかな。

やったね，
３つを区別
できたね。

それぞれの
物質について，
性質のちがいを
調べておけば，
分けられるって
ことだね。

調べる方法の
順番も

重要なのかな。

このやり方で
区別はつくけど，

だいぶ砂糖使っちゃったね。
パンケーキの材料足りる？

7

8

6

どうやったら，
塩と砂糖と
小麦粉を

区別できるかな。
2

目的を解決できたか，言葉でまとめよう。

結果と予想が
ちがっても
いいんだよ。

結果を表やグラフなどにまとめよう。
結果と自分の仮説を比べ，課題に対して
どのようなことがわかったか，考察しよう。

考察したことをもとに，課題に対する
結論をまとめよう。また，ほかの人の
書いたものと比べて，自分の考えを
広げ，深めよう。

1 1

これまでにわかったことをもとに，
どのようなことが考えられるだろうか。
似たようなほかの現象を説明できるか
考えよう。

分析
解釈
分析
解釈
分析
解釈

検討
改善
検討
改善
検討
改善

結果の見方／考察のポイント

考察しよう

32 32

一覧は各学年巻末の「さくいん」
ページで確認できます。

（1年 p.261，2年 p.309，3年 p.325）

↑2年p.240
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ホヤ

トノサマバッタアサリ

クシクラゲ

図1 や，第1章で作成した動物の生物カードをも
とにして，どのようなグループ分けができるか考え
よう。

無セキツイ動物

無セキツイ動物を
観察する

無セキツイ動物を外部から観察して特徴を調べ，
共通点や相

そ う

違
い

点
て ん

を見つける。

無セキツイ動物の
からだのつくり

結果の見方

考察のポイント

観察した動物のからだのつくりや動き方には，どのような特徴があるだろうか。

観察した動物のからだのつくりや動き方の特徴について，
どのような共通点や相違点があるだろうか，比較してまとめる。

観察の目的

ステップ 1

観察の方法
準備する物

無セキツイ動物の
からだのつくりを外部から
観察してスケッチする。

1

からだはどのように
動くかを調べる。

2

無セキツイ動物は，からだに
どのような特徴があり，
どのように分類できるだろうか。

課題
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　 図1 は無セキツイ動物の例である。無セキツイ動物に
もさまざまな種類があり，そのからだの特

と く

徴
ちょう

のちがいなど
から，いくつかのグループに分類することができる。

無セキツイ動物は，からだに
課題

???????????

第
3
章  

動
物
の
分
類
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元
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？ 観察仮説 分析解釈 ! 活用問題発見

図1 の無セキツイ動物は，どのようなグルー
プに分けることができるだろうか。

レッツ スタート！問題
発見
問題
発見
問題
発見

メモ
しよう

メモ
しよう

さまざまな無セキツイ動物

図1

サンゴイソギンチャク ミスジマイマイ アカテガニ

背骨のあるなし以外に，どのようなち
がいがあるのかな？

□無セキツイ動物（昆
こん

虫
ちゅう

，エビ，カニ，イカ，貝類など） □ルーペまたは双
そう

眼
がん

実
じっ

体
たい

顕
けん

微
び

鏡
きょう

 □ピンセット　

あしの数や
生え方が

ちがっているね。

　さらにくわしく
無セキツイ動物を
観察してみよう。

本やインターネットでくわしく調べる
本やインターネットを使い，観察した無セキツイ動物についてさらにくわしく調べる。3

ステップ 2

ルーペまたは双眼実体顕微鏡 □□ピンセット　

イカ

サワガニ

●

●

科学のミカタ

小学生のときに
学んだ昆虫も
無セキツイ動物
だね。

科学のミカタ
観察した無セキツイ動物以外の
無セキツイ動物のことも調べると
からだのつくりの特徴を
比
ひ

較
かく

できるよ。

動物のあしをピンセットで動かして観察したり，
生きている動物は動いているようすを観察したりする。

課題に対する自分の考えは？仮説仮説仮説

口

観察終了後，必ず手を洗う。●注意

生きている生物を採集した場合は，観察が終わったら，
すぐに元にいた場所にもどす。

●注意

5554
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↓2年後見返し⑤ 日本の伝統・文化

「考察はここをおさえよう」などでは，自分で
観察・実験をして得られたデータが予想と違っ
ていても，正対して考えることを促しています。

↑1年p.3

↑2年p.284

↑1年p.55 生命尊重

Stand by me

　ロボットの前身といえるからくり人形は，電
気を使わなくても動かせることができます。
からくり人形は，時計の原理を利用して自動
で動くようにしたもので，江戸時代の後期か
ら流行しました。そのしくみにみせられた田

た

中
なか

久
ひさ

重
しげ

（1799年～1881年）は，独自のか
らくりを数多くつくり，近代的技術者となって
蒸気船や電信機など，さまざまな機械を考案
しました。

　AIを搭
とう

載
さい

したロボットは，自分で考え，行
動できるようにつくられています。AIの発達
は目覚ましく，掃

そう

除
じ

や見守り，話し相手など，
生活の多岐にわたったロボットの援助が日常
になってきています。
　力が必要な作業を正確にくり返す産業ロボ
ットには，自ら情報にアクセスして生産量を
決定することができる物もあります。一方，介
護や運

うん

搬
ぱん

などの力仕事の場面で，人の筋力
を補助して大きな力を発揮するパワードスー
ツなども広く普及し始めています。

どこでも支えあえる

電気のない時代の
ロボット

現代のロボット

111

222

弓ひき童子（田中久重作）

台上の人形が矢をつかみ，弦
げん

にかけ，的
まと

めがけて連射する。

未

来への科学未

来への科学

未

来への科学

重い物が楽に持ち上がる
装着型の

作業支援ロボット

物を拾ったり運んだりするなど
身のまわりのことを
手助けしてくれる
生活支援ロボット

会話や学習，見守りなど
生活に寄りそう

コミュニケーションロボット

部品の取り出しや
組み立て作業を行う

産業ロボット

　電気の利用は，今から100年ほど前
から始まりました。当時は「何の役に立
つのか？」と問われたファラデーの電磁
誘
ゆう

導
どう

の発見は，やがて世界にモーター
をもたらしました。現代では複雑な情報
処理が可能になり，機械自身が学び，考
え，発達するAI（Artificial Intelligence：
人工知能）が普

ふ

及
きゅう

してきました。

あえてAIをもたないロボットをつくるわけ

5

観点別特色一覧表 … No.9, No.13, No.15, No.16, No.23, No.27, No.35

小さい
氷の粒

上昇気流
じょうしょう

大きい
氷の粒

−
− − − − −

＋
＋＋

＋＋
＋＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

ストロー
ストロー 紙ぶくろ

●静電気が生じる理由
　電気には＋と−の２種類がある。いっぱんに物体は，＋と
−の電気を同量もっており，ふつうの状態ではそれらが打ち
消し合っている。しかし，異なる物体どうしをこすり合わせると，
一方の物体の−の電気が他方に移動するため，どちらの物
体も電気をもつ（電気を帯びる）ようになる。物体が電気を帯
びることを帯

た い で ん

電という。＋の電気より−の電気が多くなると，
物体は−に帯電し，＋の電気より−の電気が少なくなると，
物体は＋に帯電する（ 図2 ）。このように，静電気は，−の
電気の移動によって生じる。

　同じ種類の電気どうしは反発し合い，異なる種類の電気ど
うしは引き合うとすれば，同じ種類に帯電した物体どうしには
反発し合う力がはたらき，異なる種類に帯電した物体どうし
には引き合う力がはたらく。このようにして帯電した電気は，
物体の表面にとどまっていることから静電気とよばれる。
●放電
　 図3 や 図4 のように，静電気が原因で起こる現象は，
身のまわりのさまざまな場面で見られる。帯電して静電気がた
まった物体に，電気が流れやすい物体を近づけると，帯電し
た物体から電気が一

いっ

瞬
しゅん

で流れることがある。
　このように，たまっていた電気が空間をへだてて一瞬で流

実験1の結果の考え方

図1

いなずま

図4

雷
らいうん

雲の中で大小の氷の粒
つぶ

がこすれ
合って静電気が発生し，雲の中にた
まる。このたまった電気が，空気中
を地表に向かって光を出しながら一
気に流れる。

　物質は原子からできており，原子
は＋の電気を帯びた原子核

かく

と−の
電気を帯びた電子からなり立ってい
る。静電気は，電子の移動によって
物質の中で＋，−の電気の量のバラ
ンスがくずれることによって生じる。

？ 仮説 実験問題発見 !分析解釈 活用

紙ぶくろ 紙ぶくろストロー ストロー

ストローと紙ぶくろの帯電

図2

原子核

電子

ドアのノブ（金属）に手を
近づけたときに飛ぶ火花

図3

静電気がからだにたまった状態でド
アのノブに手を近づけると，空気中
を電気が一瞬で流れることがある。

同量の＋＋○と−○が
打ち消し合って
初めは電気を
帯びていない。

紙ぶくろは
−○を失って
＋○に帯電する。

ストローは
−○が多くなって
−○に帯電する。

発展 中3

　 図1 のように，ストローどうしは反発し合
い，ストローと紙ぶくろは引き合った。このこと

から，ストローと紙ぶくろがこすれ合うことで，静電気が生じた
と考えることができる。静電気をもった物体どうしが反発し合
ったり，引き合ったりすることについては，電気に＋

プラス

と−
マイナス

の２
種類があると考えると説明できる。

実験から

原子の構造
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キャリア教育への対応

日本の科学技術や伝統・文化

オリンピック・パラリンピック教育への対応

巻末コラム「私たちとつながる科学」や単元末コラム「世界につながる科学」，巻末コラム「未来へ
の科学」などでは，学習内容に関連するさまざまな職業に就いている人を紹介しています。

単元末コラム「世界につながる科学」やその他のコラムで，日本人研究者・技術者や伝統・文化に関
する話題を取り上げ，日本の科学技術や伝統・文化への関心を高めるようにしました。

楽器製作の技術1年
ニホニウムの発見，たたら製鉄2年
月の満ち欠けを詠んだ俳句3年

掲載している日本の科学技術や
伝統・文化の例

オリンピック・パラリンピックに関連した教材を掲載し，
豊かな国際感覚を育めるようにしました。

スポーツ義足，スポーツの世界での電子機器の活躍2年

硬貨やメダルはなぜ金・銀・銅？，いちばん速いのはだれ？3年

オリンピック・パラリンピックに関連している教材の例

熱水を放出している噴
ふん

泉
せん

塔
とう

「フライガイザー」。カラフルな色は熱水に生息する微生物によるもの。

私たちと

つ

ながる科

学

私たちと

つ

ながる科

学

私たちと

つ

な が る科学

使い方や
見られる内容は，
5ページを見よう。

みそをつくるには，温度がとても大切なのですが，
毎年同じ気温ではないので，常にみそが同じ味にな
るように温度を管理することが難しいです。

Q. どんなところが難しいですか？

夏の特に暑いときは，すずしい場所にみそを移動さ
せますが，逆にすずしいときは，あたたかい場所に
移動させることもあります。

Q. どうやって解決していますか？

海外では日本食が健康にとてもよいと注目されてい
ます。ぜひ，中学生のみなさんも日本食のよさを知
り，たくさん食べて元気にいろいろなことにチャレン
ジしてください。これからも日本の伝統食品である
みそを通して，人々を幸せにしていきます。

Q. 中学生の皆
みな

さんに
メッセージをお願いします。

インタビュー

千
ち

葉
ば

県市
いち

原
はら

市でみそづくりをしている

赤
あか

石
いし

匠
しょう

司
じ

さんに聞きました！

みそ店は全国にたくさんあり，それぞれ地域によっ
てみその味がちがいます。そのため，私のお店では
昔から続く地元の味を守り，みそをつくっています。

Q. どのようなお仕事を
していますか？

みそは，主にみそ汁
しる

にして食べられます。おなかが
すいたときにみそ汁を飲むとほっとして幸せな気持
ちになります。日本食になくてはならないみそをつく
り，お客さんにこのみそでつくったみそ汁が一番お
いしいと言ってもらえるのは最高の醍醐味です。

Q. お仕事の醍
だい

醐
ご

味
み

は何ですか？

チーズづくりのようす

みそづくりのようす森林のようす（北
ほっ

海
かい

道
どう

斜
しゃ

里
り

郡）

どんなところに
微生物が
いるのかな。

どんな
微生物が
いるのかな。

食べ物にも
微生物が
関係して
いるらしい。

「フライガイザー」
のカラフルな色と
微生物が

関係しているんだ！

私たちの身のまわりには，
たくさんの小さな生物，
「微

び　せい　ぶつ

生物」たちがいます。
微生物は地球上のあらゆる
場所に生息しています。
どんなところに微生物は
いるのでしょうか。 P.260

身のまわりの
微生物の

世界
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動物園職員，製薬企業研究者(製薬プロセス研
究・製造技術開発)，楽器職人，古気候学研究者

越前打刃物職人，粒子物理学者，藻類バイオマス
エネルギー開発研究者，気象予報士，デザイナー，
スポーツ用品企画開発業，電気工学研究者，ロボ
ットコミュニケーター

味噌職人，環境省職員，iPS細胞研究者，再生医
学研究者，建築士，東京都墨田区防災担当職員

1年

2年

3年

掲載している職業の例

↑ 3年前見返し②

↑ 2年 p.160

↑ 1 年 p.186 ↑ 2 年後見返し⑤

ろうとを手前側にして，
外とう膜を切り開き，
胃，えら，肝

かん

臓
ぞう

を
観察してスケッチする。

ピペットを使って口から
色水を入れて，
胃の位置を確認する。

軟体動物の解剖と観察
観察の方法

1 2

3

イカの背側の中心の線に沿って，
かたくて細長い
透
とう

明
めい

なものがあるが，
それは背骨ではない。
イカの祖先のからだにあった貝

かい

殻
がら

が，
痕
こん

跡
せき

的
てき

に残ったものである。

□ルーペまたは双
そう

眼
がん

実
じっ

体
たい

顕
けん

微
び

鏡
きょう

 □解剖用具一式 □ピペット □色水（赤インクをとかしたものなど）準備する物

　 刺激と反応 P.151 　 骨と筋肉のはたらき P.159

各節の課題に対する結論の例

イカの解剖

学んだことをチェックしよう

学んだことをつなげよう

外界から刺激を受けとる器官を（　　　）とい
う。

刺激の信号を中枢神経へ伝える神経を
（　　　），中枢神経から運動器官に伝える神
経を（　　　）という。

ヒトがうでを曲げるときは，うでの上側の
（　　　）が縮む。

この章で学んだ，動物が刺激を受けとってから反
応するまでの流れを，模式図にしてまとめてみよう。
また，これらの一連の流れが，動物が生きていく
ためにどのような役割をもっているのか，第3章
で学んだこととあわせて考えてみよう。

第1節

第2節

第3節動物のからだには，目や耳，鼻，舌，皮
ひ

膚
ふ

などの感覚器官があり，それぞれ光
や音，におい，味，圧力などの刺

し

激
げ き

を受
けとっている。
刺激を受けた感

か ん

覚
か く

器
き

官
か ん

から神経へと伝
えられた信号は，中

ちゅう

枢
す う

神
し ん

経
け い

に伝わり，そ
こから運動器官への命令が出される。
信号の伝わり方によって，意識して起こ
す反応と，無意識のうちに起こる反応
（反射）がある。

筋肉はけんで骨についており，たがいに
向かい合うようについた筋肉が交

こ う

互
ご

に
縮むことでうでやあしを動かしている。

章末

1 3

自分の考えをノートに書こう

149ページと比べよう

動物はどのように
まわりのようすを知り，

どのように反応するのだろうか。

もう一
度考え

よう
　 神経のはたらき P.1542

 　

Before & After

　イカの解
か い

剖
ぼ う

をして，これまでに学んだことをふり返りながら，
次の点について注目して観察しよう。

消化のための器官（口，胃），呼吸のための器官（えら）
を観察しよう。

P.129 〜148 をふり返ろう。
感覚器官（目），運動器官（外とう膜，うで）を観察しよう。

P.149 〜160 をふり返ろう。
セキツイ動物やほかの無セキツイ動物と比

ひ

較
か く

して，共通
点・相

そ う

違
い

点
て ん

をさがそう。➡1年生をふり返ろう。

刃
は　もの

物で手を切らないように注意する。
�観察の後は，必ずせっけんで手を洗う。

●
●

注意

学びをいかして考えよう

1年生のときに，観察したカタクチイワシのからだの中は，
右の写真のようになっている。イカのからだと
比較して，共通点や相違点を見つけよう。

活用活用活用

メモ
しよう

胃

えら

肝臓

外とう膜

中心の線

外とう膜

うで

ろうと
目

口

ヒトのからだと
同じところも
あるのかな……。

特設ページ

動物のからだには
自ら動くための
しくみがあるね。

見た目は
全くちがう
けどね。

1年生で
学習したことも
つながって
いそうだね。

1

2

3

観察観察観察

くらしと科学

スポーツ義足
　スポーツ義

ぎ

足
そく

は，スポーツの種類や競技レ
ベル，年

ねん

齢
れい

などに応じて，ひとりひとりちがう
物がつくられます。頑

がん

丈
じょう

，軽量で，関節や筋肉
のはたらきをしてくれます。
　ランニング用義足では，弾

だん

力
りょく

性
せい

のある板状
の足部が，地面をける足の関節と筋肉のはた

らきをしており，
走ったり，とん
だりを可能にし
ます。膝

ひざ

関
かん

節
せつ

の
はたらきをする
膝
ひざ

継
つぎ

手
て

は，適切
な角度に膝を調
節してくれます。 ランニング用の

スポーツ義足

科学つながる

膝継手

イカのからだのつくりを
観察し，目，口，
うで，外

がい

とう膜
まく

，ろうとを
確
かく

認
にん

してスケッチする。
ろうとは，イカが
水をはき出すところで，
ろうとのある側が
腹側である。
イカの口は，
うでのつけ根にある。
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3 教　内容解説資料

この資料は，令和 3年度中学校教科書の内容解説資料として，

一般社団法人教科書協会「教科書発行社行動規範」に則っております。


