
つまずきを
解消して
学力向上へ

Dマークコンテンツの活用

イメージするのが
苦手な生徒でも
理解を深める
よい方法は
ないだろうか。

もっと使いやすい
デジタル
コンテンツは
ないだろうか。

どうしても
定着しづらい
内容があるけれど
どうしたら
よいだろう。

教科書の
図や写真が動くと

もっと
わかりやすいのに。

空間認識が
苦手な生徒に
よい教材は
ないだろうか。

計算が苦手で
つまずいている
ところには
どう対応したら
よいだろう。
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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
「教科書発行者行動規範」に
則っております。











全国学力・学習状況調査への対応
〜現状での課題と対応策〜

実験の条件制御などにおいて,
自分や他者の考えを

検討して改善することに
課題がある。

自然の事物・現象に含まれる
要因を抽出して整理し,

条件を制御して実験を計画する
ことに課題がある。

自分や他者の考えを
検討・改善する場面や他者と

対話する場面を多く掲載しました。

条件制御をふくむ
観察・実験を計画する

構想の場面を設定しました。

対策 対策

平成30年度調査【4(2)】正答率44.5％

課題1
課題2

平成30年度調査【3(3)】正答率52.8％

実習4でつくったモデルがうまく説明できなかった場合，
どこがよくなかったのか考えよう。

メモ
しよう

　金星の満ち欠けで光っている部分が，金星
の東（左）側か西（右）側かで，太陽と金星と地

球の位置関係がわかる。東側が光っている場合，金星は地
球から見て太陽の右側にあり，西側が光っている場合，太陽
の左側にあることがわかる。東側が光っている場合，金星は
明け方にしか観察できず，西側が光っている場合，夕方にし
か観察できない。
　また，230ページの 図2 のように，金星の東側が光ってい
る場合は日がたつにつれて小さくなっていき，西側が光ってい
る場合は日がたつにつれて大きくなっていく。このことと地球
の公転の向きから，金星は地球と同じように太陽のまわりを
公転していると考えられる。このような金星の見え方は，周期
的に満ち欠けをしても大きさがあまり変わらない月の見え方と
異なる。このようにちがって見えるのは，金星が地球の内側で
太陽のまわりを公転しているからである。
　地球より内側を公転していると，金星は常に太陽に近い方
向に見えるため，朝夕の限られた時間にしか観察できない。
●惑星の見え方
　金星と水星は，地球よりも内側を公転するので内

ない

惑
わく

星
せい

とよ
ばれる。火星，木星，土星，天王星，海王星は，地球よりも外
側を公転するので外

がい

惑
わく

星
せい

とよばれる。内惑星は明け方か夕方
に近い時間帯にしか見えないが，外惑星は，その位置によっ
て，真夜中に見えることもある。

実習から

金星の満ち欠けと，金星と地球の位置関係

図3

? 実習 分析解釈 ! 活用ふり返り問題発見

地球の北極を上にして静止させた状態で，太陽のまわりを回る金星のようすを示している。

学びをいかして考えよう活用活用活用

金星よりも太陽に近い水星は，金星に比べて，地球から観察
しにくい。それはなぜだろうか。外惑星である火星
の見え方は，内惑星とどのように異なるだろうか。

230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 →位置関係，大きさ，欠け方）

例文は →p.234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

230ページの　　 課題に対して自分の考えをまとめよう。
!!!!!!!!!!!

230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 →位置関係，大きさ，欠け方）

???????????

水星，金星が太陽から最もはなれて
見えるときの地球との位置関係

太陽

図2

探
究
を
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

実習4の正しいモデルの位置関係

図1

太陽，月，地球を，地球からずっと遠くは
なれた宇宙の空間から見てみると……。

金星
太陽

地球

うまく説明できなかったモデルの例

太陽，地球，金星の位置関係

科学のミカタ

太陽

水星

金星

地球
約47°約28°
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大きさも満ち欠けも
同時に変化

させるには……。
満ち欠けはしたけど，

大きさを
変えられなかった
ときは……。

金星の形と見かけの大きさの変化　1の位置より
4や5の位置の方が地球に近いために大きく見え
るが，欠け方は4や5の位置の方が大きい。

1 11

公転の向き

5 7

6

地球から見た
金星の見え方

よいの明星

よいの明星
夕方，西の空にかがやく金星のこと

明けの明星
明け方，東の空にかがやく金星のこと

明けの明星

西の空 東の空

12

2 10

4 8

3 9

金星

地球

太陽

メモ
しよう

探究をふり返ろう探究をふり返ろうふり
返り
ふり
返り
ふり
返り

233232
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だ液を採取する

だ液とデンプン溶液を混ぜ合わせる

試験管をあたためる

口の中に脱脂綿を入れて，１分間待つ。脱脂綿をビーカーに入れて，
中に水を少量入れてガラス棒でかき混ぜる。

2本の試験管を用意する。
1本にはうすめただ液2 cm3を入れ（この試験管をAとする），
もう1本には水2 cm3を入れる（この試験管をBとする）。

ビーカーに約40℃の湯を入れ，
A，Bの試験管を5～10分間あたためる。
A，Bの溶液を半分ずつ別の試験管（C，D）にとり分ける。

A，Bの試験管に，デンプン溶液10 cm3を入れ，ふり混ぜる。

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

実験の方法

1

2

4

5

3

デンプン溶液

デンプン溶液やだ液溶液がうすすぎるとうまくいかない。
また，よく混ぜること。

だ液はヒトの体内ではたらくので，
体温に近い約40℃の湯で試験管をあたためる。

？ 構想 分析解釈 ! 活用問題発見

準備する物

半分ずつとり分ける。

ヨウ素液の反応 ベネジクト液の反応
だ液をふくむ水を入れたもの

だ液をふくまない水を入れた
もの（対照実験）

だ液をデンプンに加えて，デンプンが麦芽糖などに変化することを，
ヨウ素液，ベネジクト液を使って調べる。

だ液によるデンプンの変化
実験の目的

デンプン溶液の
変化を確認する

AとBにヨウ素液を
入れて反応を確

かく

認
にん

する。
CとDにベネジクト液と沸騰石を
入れて加熱し，反応を確認する。

ステップ 4

6 7

だ液＋
デンプン
溶液

だ液＋
デンプン
溶液

水＋
デンプン
溶液

水＋
デンプン
溶液

軽くふる。
ヨウ素液による反応 ベネジクト液による反応

調べる条件 同じにする条件
調べる条件と同じにする条件

だ液をふくむ 反応時間，温度，デンプン溶液の濃
のう

度
ど

や量，
ヨウ素液の量，ベネジクト液の量だ液をふくまない（対照実験）

□試験管 □ビーカー □脱
だっ

脂
し

綿
めん

 □温度計 □ヨウ素液 □ベネジクト液 □デンプン溶液（水30 cm3に0.1gの割
合でデンプンを加え，加熱してとかしたもの。） □スポイト □ガスバーナー □沸

ふっ

騰
とう

石
せき

 □試験管ばさみ □ガラス棒
ぼう

実験

結果の見方

考察のポイント

対照実験の意味を考えて，表にまとめよう。

まずは自分で考察しよう。わからなければ，次ページ「考察しよう」を見よう。

●

●

★ ●

☆ ○

★ ●☆ ○

4本の
試験管が
必要だね。

　ここでは，「だ液により，デンプンが麦
ば く

芽
が

糖
と う

などに変化すること」を確かめたい（ 図1 ）。

●ヨウ素液を利用して確かめられること
　だ液をふくむ水を入れることによって，デン
プンだけを入れた溶

よ う

液
え き

が，デンプンをふくま
ない溶液に変化することを，ヨウ素液を利用
して確かめることができる（ 図2 ）。

●ベネジクト液を利用して確かめられること
　だ液をふくむ水を入れることによって，デン
プンだけを入れた溶液（麦芽糖をふくまない
溶液）が，麦芽糖をふくむ溶液に変化するこ
とを，ベネジクト液を利用して確かめることが
できる（ 図3 ）。

●必要な対照実験
　デンプンから麦芽糖への変化が，水によ
るものではなく，だ液によって起きたことを確
かめるために，だ液をふくむ水と同量の，
だ液をふくまない水を用いて，同じ条件で
実験を行い，比べることが必要である
（ 図4 ）。

麦芽糖など

デンプンを
ふくまない溶液
ヨウ素液を
入れると，
（　　　　）。

麦芽糖を
ふくむ溶液
ベネジクト液を
入れて，加熱すると
（　　　　）。

デンプン

デンプンだけを
入れた溶液
ヨウ素液を
入れると，
（　　　　）。

デンプンだけを
入れた溶液
（麦芽糖をふくまない）
ベネジクト液を
入れて，加熱すると
（　　　　）。

デンプンを
（　　　　）溶液

麦芽糖を
（　　　　）溶液

デンプンだけを
入れた溶液

デンプンだけを
入れた溶液

確かめたいこと：だ液によるデンプンの変化
図１

ヨウ素液を利用して確かめられること
図2

ベネジクト液を利用して確かめられること
図3

必要な対照実験
図4

だ液

だ液によるデンプンの変化
実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験実験 4
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だ液を
ふくむ水

だ液を
ふくむ水

だ液を
ふくまない水

だ液を
ふくまない水

★

●

☆

○

探
究
を
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

ステップ4で加熱するときは，突
とっ

沸
ぷつ

に注意する。
液の量は試験管の　以下にして，試験管の口を人に向けない。
ベネジクト液が，からだや衣服についたら，すぐに多量の水で洗う。

1
4

注意 ●

●

デンプン溶液

うすめただ液２cm3 水２cm3

A，Bの溶液を半分ずつ別の試験管（C，D）にとり分ける。

半分ずつとり分ける。約40℃の湯

温度計

だ液＋
デンプン
溶液

水＋
デンプン
溶液

ベネジクト液ヨウ素液

CとDにベネジクト液と沸騰石を
入れて加熱し，反応を確認する。

水＋
デンプン
溶液

軽くふる。
ベネジクト液による反応

ヨウ素液の量，ベネジクト液の量だ液をふくまない（対照実験）

○

水＋
デンプン
溶液

沸騰石

ガラス棒

水脱脂綿

133132

5

10

15

20

↑3年p.232 ↑2年p.132
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　文部科学省の全国学力・学習状況調査「理科」では，いくつかの課題が指摘されています。
平成27年度調査から平成30年度調査にかけて改善されたものもありますが，

改善された箇所についても全体から見ると依然として正答率が低いため，継続的な対応が必要です。
「新しい科学」では，それらの課題に対応した改訂を行いました。

日常生活の場面において，
基礎的・基本的な知識・技能や

習得した概念を活用する
ことに課題がある。

習得した知識・技能を活用して，
実験の結果を数値で表した表を

分析して解釈し，規則性を
見いだすことに課題がある。

観察・実験の結果を
考察する場面で，考察の観点や
考える道筋を丁寧に示しました。

対策 対策

探
究
を
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

自分の考えをノートに書こう

　 気象の観測 P.178，181 　 気圧と風 P.187

　 水蒸気の変化と湿度 P.192

各節の課題に対する結論の例

学んだことをチェックしよう

学んだことをつなげよう

風は気圧の（　　）ところから（　　）ところへ
向かってふく。

飽和水蒸気量をこえた空気中の水蒸気は，
（　　）になる。
湿度が100％になり，空気中の水蒸気が凝結
し始める温度を（　　）という。

次の気象情報を，天気図記号でかきなさい。

雨の日の気温，湿度は，晴れの日と比べてどう
ちがうか。

湿度の面から見ると，雲ができやすいのはどのよ
うな場合か説明してみよう。

第1節

第2節

第3節

第4節

気象要素には，気温，気圧，風向，風速，
湿度，雨量などがあり，それらは時刻と
ともに変化し，たがいに関係しているも
のがある。
物体から別の物体に力が加わるとき，単
位面積に加わる力を圧力といい，大気に
はたらく重力によって生じる圧力を気圧
という。

空気は，気圧の高いところから低いとこ
ろへ移動して風を生じる。そのため，風
向，風速は気圧と深くかかわっている。
空気が冷やされて露点に達すると，飽
和水蒸気量をこえた水蒸気が凝

ぎょう

結
け つ

して
水滴になる。ある温度で飽和水蒸気量
に対する実際に空気がふくんでいる水
蒸気の質量の割合を湿度という。

1.

2.

1.

2.

1

　 大気圧と圧力 P.183

10 Nの力が，面積2m2の面にはたらくとき，
その面にはたらく圧力は何Paか。

2

3

4

173ページと比べよう

今の天気の状態を
言葉で伝えるには，
どのように説明すれば
よいだろうか。

もう一
度考え

よう

　気温が変化すると，湿
し つ

度
ど

はどのように変化するのだろうか。
例えば，１m3の空気が12.8ｇの水蒸気をふくむと考えると，
気温が変化して飽

ほ う

和
わ

水蒸気量が変化すると，湿度は 図1 の
ように変化する。

　気温が下がることによって飽和水蒸気量が変化し，飽和水
蒸気量を超えると，空気にふくまれていた水蒸気の一部が水
滴になる。地上付近の空気が冷やされてできた水滴が霧

き り

であ
り，空気が上空で冷やされてできた水滴が雲である。どちら
の場合も，生じた水滴はきわめて小さく，空気中をただよって
いる。
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気温が変化したときの湿度の変化
図1

霧が発生したとき（上）と
その霧が晴れたとき（下）のようす

図2

学びをいかして考えよう活用活用活用

次の場合，洗たく物がかわきやすいのはそれぞれどちらだろ
うか。また，そう考えた理由は何か。

25 ℃　 飽和水蒸気量が23.1 g/m3なので，
1 m3の空気はあと10.3 gの水を水蒸気として
ふくむことができる。湿度は55％である。
 25 ℃→15 ℃　飽和水蒸気量が小さくなり，
空気がふくむことのできる水蒸気の質量が小さ
くなる。
 15℃　空 気 がふくんで い る 水 蒸 気 量
（12.8 g/m3）と飽和水蒸気量が等しくなり，飽
和状態になる。湿度は100%である。
 15℃→5℃　飽和水蒸気量がさらに小さくな
ると，空気中にふくみきれなくなった水蒸気が水

すい

滴
てき

になる。湿度は100%のままである。

 5℃　飽和水蒸気量が6.8 g/m3なので，空気
はそれ以上の水蒸気をふくむことができず，水
滴が生じている。湿度は100％である。
 5℃→15℃　飽和水蒸気量が大きくなり，空
気がふくむことのできる水蒸気の質量が大きく
なる。水滴の一部が水蒸気になる。
 15 ℃　飽和水蒸気量が12.8 g/m3となり，水
滴が全て水蒸気になれば，湿度は100%である。
 15℃→25℃　飽和水蒸気量が12.8 g/m3よ
り大きくなり，空気がふくむことのできる水蒸気
の質量に余

よ

裕
ゆう

ができる。25℃のとき，飽和水蒸
気量が23.1 g/m3なので，湿度は55%である。

100
%

100
%

100
%

100
%

55
%

55
%

気温が下がるときの湿度の変化

気温が上がるときの湿度の変化

? 仮説 実験 分析解釈 ! 活用問題発見

水
蒸
気
の
質
量 

〔
g 

／ m3
〕

水
蒸
気
の
質
量 

〔
g 

／ m3
〕

気温

気温

水滴

水滴

10.3 g

水蒸気

水蒸気

湿度

湿度

23.1

23.1

12.8

12.8

6.8

6.8

0

0

0

0

5

5

15

15

25

25

〔℃〕

〔℃〕

100
%

100
%

55
%

190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 →露点，飽和水蒸気量，湿度）

例文は →p.195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

190ページの　　 課題に対して自分の考えをまとめよう。
!!!!!!!!!!!

190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 →露点，飽和水蒸気量，湿度）
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気温が同じで，湿度が50％の日と80％の日を比べた場合。
１m3の空気にふくまれている水蒸気の質量は同じで，気温
が25℃の日と15℃の日を比べた場合。
ある晴れた1日で，朝と昼を比べた場合。

メモ
しよう

章末

南東の風
風力：1
天気：晴れ

1

2

3

Before & After

195194

5

10

5

平成27年度調査【4(1)】正答率44.5%

※平成30年度調査では
　改善が見られるとされている。

平成27年度調査【3(1)】正答率36.7％

全ての節に学んだことを
活用する場面を設定し，

単元末には
活用型問題を掲載しました。

課題3 課題4

●還元
　物質が酸素と結びついて酸化物ができる
化学変化が酸化であるのに対し，酸化物が
酸素をうばわれる化学変化は還

かん

元
げん

という。
酸化銅が炭素によって還元されるとき，炭素
は酸化されて二酸化炭素になる。このように，
還元と酸化は同時に起こる。

20

　炭素のかわりに，水素でも酸化銅を還元することができる。
　　　のように熱した酸化銅を水素の中に入れると，酸化銅
は還元されて銅になり，水素は酸化されて水になる。
図3

実験５の結果をもとに，原子・分子のモデルも活用しながら
次の　〜　について考えよう。1 3

考察しよう分析
解釈
分析
解釈
分析
解釈

？ 構想 実験 分析解釈 ！ 活用問題発見

　黒色の酸化銅を炭素の粉
末と混ぜ合わせて熱すると，

二酸化炭素が発生して赤色の銅ができた。
これは，酸化銅の中の酸素が銅よりも炭素
と結びつきやすいために，炭素が酸化銅か
ら酸素をうばって二酸化炭素になり，銅が単
体として残るからである。

10

15

実験から

酸化銅はCuO,
炭素はCだから，
できた物質は

Cｕ, O, Cの原子から
できている

はずだよね。

酸化銅が酸素を
うばわれる化学変化と，
炭素が酸素と結びつく
化学変化は，同時に
起こっているんだね。

図4のように，
エタノールや砂糖でも

酸化銅を還元することが
できるよ。

石灰水が白くにごったことから，二酸化炭素が発生したこ
とがわかる。

酸化銅を還元して
銅をとり出す反応
は，炭素や水素以
外にも，デンプン，
砂糖，ブドウ糖，
エタノール，一酸
化炭素などでも起
こる。これらの物
質は， 銅よりも，
酸素と結びつきや
すい，つまり酸化
されやすい物質で
ある。

赤色の金属光沢を示すことから，銅であることがわかる。

石灰水の変化

酸化銅と炭素の混合物を熱した後に残った物質の性質

いろいろな物質による酸化銅の還元

図2

図1

図4

2CuO +　C 2Cu +　    CO2

+ +O
O OCC

Cu Cu

CuCu O

酸化銅 炭素 銅 二酸化炭素

酸化銅 銅 二酸化炭素炭素
2CuO 2Cu CO2C+ +

還元（酸素をうばわれる）

酸化（酸素と結びつく）

砂糖エタノール

試験管の中に残った物質は，何だと考えられるか。1

酸化銅からとり除かれたものは何だと考えられるか。2

石
せっ

灰
かい

水
すい

の変化から，何ができたと考えられるか。
また，その物質はもともと，どこにあったものが
結びついたと考えられるか。

3

56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 → 酸化物，酸素，酸化，還元）

例文は →p.62へ

課題に対する結論を表現しよう5

ノートに書いてほかの人と比べよう

???
!!!

メモ
しよう

酸化銅 水素 銅 水+ +

還元

酸化

試験管の中に
残った物質は，

薬品さじでこすると，
金属光

こう

沢
たく

が
あったから……。

注意

水素を使って酸化銅を還元させる方法
図3

水
すい

滴
てき

銅線を熱する。

試験管

試験管の底に水素ボ
ンベのノズルを入れて，
水素をふきこむ。

1 銅線を炎
ほのお

の中に
入れて熱する。

2 ガスバーナーの炎を消し，
黒くなった銅線を試験管
に入れたり出したりする。

3

水素をふきこんだ後，
ゴム栓

せん

をしておく。
銅線の表面が
黒くなったことを
確
かく

認
にん

してから，
試験管に入れる。

酸化銅

注意

水素ボンベや水素
の入った試験管は，
火のそばに置いて
はいけない。

●

5

加熱した
酸化銅

気化した
エタノールで
還元される。

第
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酸
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