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先生と教育出版で創る
「未来への窓」

私たち教育出版は、子どもたちが、「考えることは楽しい」「考えたことで成

長した」「もっと学びたい」と思えるような教科書づくりを大切にしています。

これから先の予測困難な未来を生き抜くためには、主体的に考える力がいっそ

う求められます。

自ら考え、自ら学ぶことで喜びを感じる子どもたちと先生がたが、ともに学ん

でいく「新しい学び」を、教育出版は支え続けます。

「未来への窓」の向こうにある子どもたちの可能性を、私たちと一緒に広げて

いきませんか。

上のフレームは“先生”、下のフレームは“教育出版”を表しています。先

生と教育出版で、この窓の向こうに広がる新しい世界を子どもたちに見

せてあげたい。「未来への窓」には、そのような思いを込めています。
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自然の探究
私たちの身のまわりには、さまざまなものや現象などがたくさん見られます。理科は、身のまわりで見つ
けた不思議に思ったことなどについて探究していく学問です。未来をひらく子どもたちには、理科の学習
を通して、さまざまな力をつけていってほしい。そうした思いで私たちは、教科書をつくりました。

２年 p. ①～②3 年 p. ①～②22



１年 p.206 33



アリグモというクモがいます。一見、アリに見えますが、アリをよく知っていれば、アリでないことに

気づきます。白紙の状態で何かを見ても観察したことにはなりません。観察を積み重ねることで、ちがい

がわかるようになり、ものを見ることができるようになります。とにかく自分で見てみることが大切です。

科学哲学者カール・ポパーは、科学について、「反証可能性」という考え方を提唱しました。「全てのハ

クチョウは白い」という理論は、黒いハクチョウを見つけることで覆されます。科学的に100％の正解は

ないというわけですが、「確実なことは何一つない」ということではありません。常に疑う姿勢をもって「確

実なこと」を探し続けているのが科学だというのです。

成長していく、つまり変わっていくのが子どもです。あらかじめ答えがわかっていることなんて、面白

くありません。世の中にはそのような、答えが見えないことがたくさんあります。自分が知らないことに

出会えば、それは発見であり、自然に身を置けば発見の連続です。そして、発見によって「変わった」自

分には、今までと「ちがった世界」が見えてきます。だから自然の探究は「面白い」のです。

1937年神奈川県生まれ。東京大学医学部卒業。医学博士。

1995年に東京大学医学部教授を退官、1996年より2003年まで北里大学教授。東京大学名誉教授。著書に『からだの見方』筑摩

書房、『唯脳論』青土社、『バカの壁』新潮社、『養老孟司のデジタル昆虫図鑑』日経BP社、『遺言。』新潮社、『ものがわかるとい

うこと』祥伝社 など多数。

略 歴

養
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孟
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監
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者
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未来をひらく
子どもたちへ

「自然を探究する学びを通して、仲間とともに

主体的に未来をひらく力」を子どもたちに身につけてほしい。

そんな思いをこめて、次の３つの特色をもつ教科書をつくりました。

自然の探究に必要とされる、科学的な
思考力・判断力・表現力などを高めることのできる教科書

探究する力特色1

自然科学の知識や技能を確実に習得できる教科書

確かな学力特色2

理科のおもしろさや有用性を実感できる教科書

デジタルの学び特色3

5



疑問を見つける
はじめに、不思議に思ったことや疑問に思ったこと、知りたいことなどをはっ

きりさせておこう。
例えば、試験管に入った塩酸、炭酸水、食塩水、石

せっ

灰
かい

水
すい

、アンモニア水の５種
類の水

すい

溶
よう

液
えき

があり、見分ける必要があるとする。これを見て、「見た目だけでは、
区別できない。」「どのようにしたら、区別することができるのか。」という疑問を
もったなら、言葉に出したり、ノートに書き出したりしてみよう。

課題を決める
疑問に思ったことをはっきりさせたら、これから何について明らかにしていく

のかを考え、そのことを探究する課題として設定しよう。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

５種類の水溶液は、どのような性質のちがいで区別する
ことができるのだろうか。を決める

を決める
課題課題

を決める
を決める
課題課題

を
見つける

を
見つける

疑問疑問

探究探究のの進め方進め方さあ、探究を始めよう！

5

5

10

自然の探究は、
次のような順序で進めていこう！

わからないときは
一つ前に戻る

わからないときは
一つ前に戻

もど
る

探究探究のの進め方進め方

さらに、新たな疑問を見つける。

わからないときは
一つ前に戻る

課題に対して自分はどのような考えを
もっているのかを明らかにし、観察や実験で
確かめることのできる仮説を設定する。を立てる

を立てる
仮説仮説

不思議に思うこと、疑問に思うことを解明する
ために、これから取り組む課題を設定する。

を決める
を決める
課題課題

仮説を確かめるための観察や実験の手順や方法を
具体的に考え、仮説のとおりであれば、
どのような結果になるか見通しをもつ。を立てる

を立てる
計画計画

計画にそって観察・実験などを行い、結果を
記録する。結果はスケッチ、写真、ビデオ、
メモなどで記録し、表などにまとめる。

（この他、実習）

するする

観察観察
するする

実験実験

結果からどのようなことがわかるか、
自分の仮説は正しいといえるか、
考察して話し合う。するする

考察考察

課題に対し、探究によって到
とう

達
たつ

した結論を
まとめる。

を示すを示す

結論結論

自然の事物や現象に目を向け、そこに見られる
関係性や傾

けい

向
こう

などについて、不思議に思うこと、
疑問に思うことを見つける。を

見つける

を
見つける

疑問疑問
水を蒸発させるとちがいがあると思う。
食塩水なら、食塩の白い粒

つぶ

が
出てくるはずだよ。

仮説や計画を立てる
課題を設定することができたら、その課題に対する自分の予想である「仮説」を

立て、自分の仮説が正しいかどうかを確かめるために、具体的な計画を立てよう。

二酸化炭素を触
ふ

れさせると
ちがいがあると思う。
石灰水なら、
白くにごるはずだよ。

においのちがいがあると思う。
塩酸やアンモニア水なら、
においがするはずだよ。

【観察と記録】
観察するときは、まずは、全体の

様子をとらえ、続いて、各部分の様
子を細かく見ていくとよい。また、
見るだけでなく、においをかぐ、音
を聞く、手触

ざわ

りを調べるなど、感覚
を十分にはたらかせ、観察する対象
から出ている情報を見逃

のが

さずに集め
よう。

観察や実験などをする

観察したことは、ありのままスケッチしたり、気づいたことを文章にしたりして、
事実を記録に残す。この記録は、観察した対象について考察するときの重要な手が
かりになる。記録が不十分だと、まちがった結論を導き出してしまう原因にもなる
ので、できる限り正確に記録しよう。

見た様子、におい、音、手触りなど、さまざまな感覚をは
たらかせ、観察する対象から出ている情報を集めていく。

を立てる
を立てる
計画計画

を立てる
を立てる
仮説仮説

するする

観察観察
するする

実験実験
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「探究の進め方」を折り込みに設けることで、本文ページ
を開いた状態でいつでも参照し、「探究の進め方」全体
のどの学習段階にいるのか確認をすることができます。

各学年の巻頭に「探究の進め方」を配置し、中学校での探究学習を
どのように進めていけばよいか示すことで、いつでも理科の学習の仕方を確認することができます。

ー探究しつづける生徒の  

探究の進め方

「探究の進め方」「疑問から探究し

１年巻頭 p. ⑤～⑥

折り込みでいつでも確認

生徒が主体的 対話的に課題を発見し、その課題を科学的に探究していく「探究」が、注目されています。
教育出版の「自然の探究 中学理科」では、探究の進め方を丁寧に表現し、自然に探究的な授業ができるよう
に、表現を工夫しています。探究的な授業をする上で、教科書を使うポイントを、みていきましょう。

令和７年度版

自然の探究

中学理科方
探 の
進 方
探究の

め の

これでできる！

ある日の職員室
研究授業の発表者か。
転任校で初の晴れ舞台、
気を引き締めていかないと。

「探究的な学習」が
テ マなんだけど、
なんだか難しい
イメ ジがあって

探究する力特色1

別冊『これでできる！「探究の進め方」の理科授業』では、「探究
的な学習」をテーマに、教科書を活用した授業の進め方や、展開
の流れを詳しく解説しています。

CHECK!!
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疑問から探究してみよう

　小学校のときには、凸レンズを使用した虫眼鏡で物体を拡大して観察した。
身のまわりには、虫眼鏡の他にも顕

けん

微
び

鏡
きょう

やカメラなど凸レンズが使用されてい
るものがたくさんある。

　凸レンズを通して近くの物体を見ると、実物よりも大きく見える。一方、凸レン
ズを通して遠くの物体を見ると、上下左右が逆になって見える。また、凸レンズを
通して蛍光灯の光を紙に当てると、蛍光灯の形が紙に映る。大きくなって見える物
体や上下左右が逆になって見える景色、紙に映る蛍光灯の形は、全て凸レンズによ
る像である 図28 。

凸レンズによる像図28

近くの物体を見たとき 遠くの景色を見たとき 蛍光灯を紙に映したとき

凸レンズ（虫眼鏡）　 紙準備

やってみよう 凸レンズを使って見え方を確かめてみよう

方法 凸レンズを通して近くの物体を見る。1

凸レンズを通して遠くの景色を見る。2

凸レンズを通して遠くの蛍
けい

光
こう

灯
とう

の光を紙に当てる。3

虫眼鏡を通して太陽などの明るい光源を
直接見ては絶対にいけない。禁止

●  虫眼鏡と紙との距
きょ

離
り

を調整すると、紙にはどのような形が映るか。

●  虫眼鏡を目から少しずつ遠ざけていくと、景色の見え方は
どのように変わるか。

●  虫眼鏡から物体を少しずつ遠ざけていくと、物体の像の
見え方はどのように変わるか。

凸
とつ

レンズによる像

を
見つける

を
見つける

疑問疑問

222
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1
章

光
の
性
質

単
元
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　凸レンズと物体との距離と、凸レンズによる像との関係については、作図して予
想することもできる。 図29 のアの位置に物体を置いたとき、点ａから出た光線を、
①光

こう

軸
じく

に平行に入射した光、②凸レンズの中心に入射した光、③焦
しょう

点
てん

を通って入射
した光の三つに分けてかき、凸レンズによる像を記入することで考えてみよう。

凸レンズに当たった光の道筋図29

焦点距離に対して物体が
どの位置にあるかで、
像の位置や大きさ、
向きが変わりそうだね。

凸レンズによる像の
向きが変わるところが
決まっているのかしら。

物体やスクリーンの
位置をいろいろ変えて、
像の位置や大きさ、向きを
調べてみるのはどうかな。

凸レンズと物体との
距離が大きくなるほど、
凸レンズによる像は
小さくなると思う。

物体

点ａ ①

②

③
点ｂ
ア

焦点

焦点

点a′

点b′

物体より小さい像

凸レンズと物体との距離と、凸レンズによる物体の像との関係について、
これまでに調べてきたことをもとに仮説を立てよう。

凸レンズと物体との距離と、凸レンズによる物体の像との関係について、
仮説を確かめる方法を考えよう。

を決める
を決める
課題課題

凸レンズと物体との距離によって、凸レンズによる像は、
どのような見え方のちがいがあるのだろうか。

を立てる
を立てる
計画計画

を立てる
を立てる
仮説仮説
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探
究
し
て
み
よ
う

凸レンズ

エ（焦点距離）
オ（焦点距離の0.5倍）

物体

ア（焦点距離の3倍） イ（焦点距離の2倍）
ウ（焦点距離の1.5倍）

光学台

スクリーン

白い紙

光の集まる部分

この距離を
調べる。

太陽の光

凸レンズ

実験3 凸
とつ

レンズによってできる像を調べる

目的 凸レンズと物体との距
きょ

離
り

を変えて、凸レンズによってできる像との関係を確かめる。

光学台　 凸レンズ　 物体（フィルターのついた光源）　 スクリーン　 ビニルテープ　
白い紙　 ものさし

準備

方法

1 太陽の光を凸レンズを使って白い紙の上に集め、光の集まる部分が最も小さくなったときの
凸レンズと白い紙との距離を調べ、おおよその焦点距離を測定する。

❶

❶太陽の光が得られない場合、遠くの景色や天
てん

井
じょう

の蛍
けい

光
こう

灯
とう

などを凸レンズを
　通して白い紙に映し、そのときの凸レンズと白い紙との距離を調べる。

凸レンズを通して太陽などの明るい光源
を直接見ては絶対にいけない。禁止

紙が燃えることがあるので、光の集まる部分を
小さくしたままにしないように注意する。注意

2 光学台の中心に凸レンズを固定する。
焦点距離の３倍、２倍、1.5倍、１倍、0.5倍の位置にビニルテープで印をつけ、
それぞれの位置をア、イ、ウ、エ、オとする。

光源に電球を使った場合、電球が熱くなるため、
やけどをしないように十分注意する。注意

するする

実験実験

ステップ1 焦
しょう

点
てん

距離を測定する

ステップ2 装置を組み立てる

224

1
章

光
の
性
質

単
元

4

凸レンズ

物体

ア イ ウ エ オ

２倍の位置 焦点の位置

スクリーン

ア イ ウ エ

2倍の位置 焦点の位置

オ

凸レンズ物体 凸レンズ物体

２倍の位置 焦点の位置

ア イ ウ エ オ

物体の位置
凸レンズと
物体との距離
〔cm〕

凸レンズを
通して見た
像の向き

スクリーンに
映った
像の向き

凸レンズと
スクリーンとの
距離〔cm〕

スクリーンに
映った像の
大きさ〔cm〕

ア（焦点距離の３倍）

イ（焦点距離の２倍）

ウ（焦点距離の1.5倍）

エ（焦点距離）

オ（焦点距離の0.5倍）

凸レンズと物体との距離と像の見え方

結果

3 物体をア（焦点距離の３倍）の
位置に置き、スクリーン側から
凸レンズを見たときに像が見え
るかどうかを調べる。

4 スクリーンを立てて右の図のよ
うに動かし、凸レンズとスク
リーンとの距離を調整して、ス
クリーンに像が映るかどうかを
調べる。像が映ったら、そのと
きの像の向きと、凸レンズとス
クリーンとの距離、スクリーン
に映った像の大きさを調べる。

5 物体をイ（焦点距離の２倍）、ウ（焦点距離の1.5倍）、エ（焦点距離）、
オ（焦点距離の0.5倍）の位置に置き、 3 4 と同様に調べる。

・スクリーンに像が映るのは、物体がどの位置にあるときといえるか。
　また、このとき物体を凸レンズに近づけていくと、像がはっきりと映るスクリーンの位置
　や像の大きさ、向きはどうなるか。
・スクリーンに像が映らないのは、物体がどの位置にあるときといえるか。
　また、このとき凸レンズをのぞくと、どのような像が見えるか。

実験結果から考えよう

するする

考察考察

ステップ3 物体を置いて像を調べる

記述 実験結果を表にまとめる
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探
究
し
て
み
よ
う

光
こう

軸
じく

物体 焦点

実像焦点

虚像 物体

焦点

光軸

焦点

虚像 　物体が焦点より内側の位置にあると
き、凸レンズを通った光は広がって、スクリー
ンを動かしても、スクリーン上に像はできない。
しかし、凸レンズを通して、物体より大きな像
が同じ向きに見える。このように、光が実際に
集まってできる像ではなく、物体のないところ
から光が出ているように見える像を虚

きょ

像
ぞう

という。

凸レンズによる像について調べた結果

物体の位置
凸レンズと
物体との距離

〔cm〕

凸レンズを
通して見た
像の向き

スクリーンに
映った
像の向き

凸レンズと
スクリーンとの

距離〔cm〕

スクリーンに
映った像の
大きさ〔cm〕

ア（焦点距離の３倍） 30 上下左右が逆 上下左右が逆 15.3 1.7

イ（焦点距離の２倍） 20 上下左右が逆 上下左右が逆 19.2 3.2

ウ（焦点距離の1.5倍） 15 上下左右が逆 上下左右が逆 32.1 7.0

エ（焦点距離） 10 像が見えない スクリーンには像が映らない。凸レンズを通して物体を
見ても、何も見えない。

オ（焦点距離の0.5倍） ５ 同じ向き スクリーンには像が映らない。凸レンズを通して物体を
見ると、物体と同じ向きで物体より大きく見える。

焦点距離 10cm　物体の大きさ3.3cm

物体が凸
とつ

レンズの焦
しょう

点
てん

より外側にあるとき、凸レンズを通して物体を見ると、
物体と上下左右が逆の像が見える。スクリーンを立てると、上下左右が逆の
像が映り、物体を凸レンズに近づけるにつれて凸レンズとスクリーンとの距

きょ

離
り

が凸レンズから遠くなり、像の大きさは大きくなる。一方、物体が凸レン
ズと焦点の間にあるとき、凸レンズを通して物体を見ると、物体と同じ向き
で、物体より大きい像が見える。スクリーンを立てると、像が映らない。

例：カメラのセンサーに映る像
実像図30

例：ルーペで拡大した像
虚像図31

実像 　物体が焦点より外側の位置にあると
き、物体上の各点から出た光は、凸レンズを
通ったあと、それぞれ集まって、スクリーン上
に上下左右逆向きの像ができる。このように、
光が実際に集まってできる像を実

じつ

像
ぞう

という。

を示すを示す

結論結論
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5

10

15

入射角〔°〕 0° 27° 45° 60°

反射角〔°〕 0° 27° 45° 60°

私のレポート

入射角と反射角の関係を調べる

［目的］鏡に光を反射させて、入射角と反射角の関係を確かめる。

［準備］スリットつきの光源装置、鏡、洗たくばさみ（２個）、方眼紙、分度器、ものさし

［仮説］反射角の大きさは入射角の大きさと等しい。

実験日：11月11日（火）　天気：雨
氏　名：１年１組　　原田　うた

［方法］①方眼紙の目盛りにそって十字の線を引き、一方の線にそって鏡を垂直に立てた。

 ②光源装置の光を十字の交点に当て、光の道筋を２か所の印で方眼紙に記録した。

 ⑤いろいろな角度から光を当て、②～④と同じように測定した。

 ③鏡を外し、②でつけた印を線で結んだ。

 ④入射角と反射角をそれぞれ分度器で測定した。

［考察］入射角を少しずつ変化させながら調べたとき、入射角と反射角は常に等しくなった。
 このことから、反射角の大きさは入射角の大きさと常に等しいと考えられる。

［疑問］どの物体の表面で光を反射させても、反射角の大きさは入射角の大きさと常に等しいのだろうか。

［結果］ 入射角と反射角の関係
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各単元で１か所程度、探究の進め方にそった指導が効果的な部分に設定しています。
限られた授業時数の中で、探究学習を無理なく取り組めるようにしています。

の  育成のためにー

疑問から探究してみよう

し てみよう」で進め方がわかりやすい構成

１年 p.222 ～223

１年 p.224 ～225

１年 p.226

１年 p.210

提示された現象に対して生じる生徒
の疑問をもとに、探究する課題を設
定する場面を表現しています。

生活経験や既習内容を根拠に、仮説
を立てる場面や、観察・実験の計画
を立てる場面を表現しています。

観察・実験の手順を詳しく記し、論
理的な思考から結論を導けるように
構成しています。

主体的な学びを支えるレポートの例
として「私のレポート」を多数掲載
しています。

発表場面を各学年に掲載。「考えよう」「話し合おう」
を主体的・対話的な活動場面に設定しています。

疑問から探究してみようの流れ

 STEP

1

 STEP

2

 STEP

3

 STEP

4

7



５段階のステップで、課題を科学的に解決していくときの土台となる科学的な知識・技能を定着させ
ます。繰り返しの学習とその振り返りを通して、知識・技能が確実に身につきます。

５段階のステップで学力を定着

細かいまとまりごとに学習した内容をしっかりとおさえ
ることができ、わからない部分をすぐに確認できるよう
参照ページを掲載しています。

要点をチェック

つ
く
り

は

 

1 �刺激の信号を伝える神経、命令の信号を伝える神経をそれぞれ何というか。… p.136
2 �無意識に起こる反応と、意識して起こる反応はどのように異なるか。… p.138

要点をチェック

は虹彩 って調節されるが、瞳孔の大きさ 変化 る

す え方 時間とともにどの う
化 の ろう また、それ ぜか考えよう

考えよう考えよ

さ ち を記録す

あ たね

❷ 瞳孔の きさは 虹 の 、
する光の量が多くなると小さくなり 光 量が少 く る
彩は、カメラや

けん

微
び

鏡
きょ

のしぼ 相当す

孔 大 さ 変図28

2 年 p.139

単元で学んだ重要用語を確認するこ
とができ、知識が定着しているか繰
り返し確かめることができます。

要点と重要
用語の整理 生物の体の基本単位。 p.83、86〜87

細胞内の染
せん

色
しょく

液
えき

によく染
そ

まるつくり。普
ふ

通
つう

、一つの細胞に１個ある。 p.87

細胞内の核
かく

以外の部分。細胞膜
まく

も含
ふく

まれる。 p.87

細胞質の最も外側にあるうすい膜。細胞内外の仕切りとなっている。 p.87

植物の細胞にある、細胞膜の外側の厚く丈
じょう

夫
ぶ

な仕切り。 p.87

植物の細胞にある、緑色の粒
つぶ

。光合成が行われる場所である。 p.87

植物の細胞内で発達しているつくり。多様な物質が含まれる。 p.87

体が多数の細胞からできている生物。 p.88

体が１個の細胞からできている生物。 p.89

細胞が、外界から取り入れた酸素を使って吸収された栄養分を分解し、エネル
ギーを取り出すとともに、二酸化炭素や水を放出すること。 p.89

２個の孔
こう

辺
へん

細胞に囲まれた隙
すき

間
ま

。植物の体
の水蒸気の出口であり、二酸化炭素や酸素
の出入り口である。 p.94

細
さい

胞
ぼう

核
かく

細
さい

胞
ぼう

質
しつ

細
さい

胞
ぼう

膜
まく

細
さい

胞
ぼう

壁
へき

葉
よう

緑
りょく

体
たい

液
えき

胞
ほう

多
た

細
さい

胞
ぼう

生
せい

物
ぶつ

単
たん

細
さい

胞
ぼう

生
せい

物
ぶつ

細
さい

胞
ぼう

呼
こ

吸
きゅう

気
き

孔
こう

1章 生物の細
さい

胞
ぼう

と個体 p.80〜89【重要用語】

要点と重要用語の整理要点と重要用語の整理 単元２ 生物の体のつくりとはたらき

核
細胞膜
細胞壁

葉緑体

液胞

動物の細胞植物の細胞

2章 植物の体のつくりとはたらき p.90〜113

道管

維管束のつくり

2 年 p.142 ～ 143

単元で学習したことを定着させる
ための「基本問題」を各単元に掲
載しています。解答例は各学年の
巻末にて、生徒自身で確かめるこ
とができます。

基本問題

ー生徒の確実な知識・技  

学力の定着と向上を意識した紙面
確かな学力特色2

 STEP

1

 STEP

2

 STEP

3

8



基本問題基本問題 単元２ 生物の体のつくりとはたらき

右の写真は、オオカナダモの細
さい

胞
ぼう

のつくりを顕
けん

微
び

鏡
きょう

で観察したときに撮
さつ

影
えい

したものである。写真１

は染
せん

色
しょく

前、写真２は染色後のものである。あとの問いに答えなさい。
1 写真１に見られる緑色の粒

つぶ

を何というか。
2 1 の粒で行われているはたらきを何というか。
3 写真１ではほとんど見えないが、写真２では

よく見える丸いつくりを何というか。
4 写真１、２に見られる厚く丈

じょう

夫
ぶ

な仕切りを何

というか。
5 4 の仕切りの説明として正しいものを次のア、イから選びなさい。

ア．植物の細胞にも動物の細胞にも見られる。

イ．植物の細胞には見られるが、動物の細胞には見られない。

光合成の原料を調べるために、次のような実験を行った。

あとの問いに答えなさい。

1 試験管Ｂを準備した理由を簡単に説明しなさい。

1

2

写真１ 写真２

1 ビーカーに入れたうすい青色のＢＴＢ液にガラス管で息を吹
ふ

き込
こ

む。
2 うすい黄色に調整して試験管Ａ、Ｂに入れる。
3 試験管Ａにオオカナダモを入れ、試験管Ａ、Ｂに気

き

泡
ほう

を入れないようにしてゴム
栓
せん

をする。
4 試験管Ａ、Ｂに日光を当て、ＢＴＢ液の色の変化を調べる。

A B【実験】

2 年 p.144 ～ 145

巻末に「学年末総合問題」を掲載し、
１年間に学習したことを総合的に確
認できるようにしています。

学年末
総合問題

学年末総合問題学年末総合問題
銅の化学変化について調べるために、次の実験を行った。あとの問いに答えなさい。

1 実験の 1 で、５回加熱したあと、ステンレス皿の中の粉末は何色になったか。最も適切なものを、次の

ア～エから選びなさい。

ア．赤色 イ．銀色 ウ．黒色 エ．青緑色
2 この実験で起こった化学変化を、原子のモデルを使って表したい。銅原子を●、酸素原子を○とすると、

どのように表せるか。最も適切なものを、次のア～エから選びなさい。

ア．

イ．

ウ．

エ．
3 図２をもとに、銅と酸素が結びつく化学変化によって酸

化銅を生じるときの、銅の質量と結びついた酸素の質量

との関係を表すグラフを、右の図にかきなさい。ただし、

縦
たて

軸
じく

の目盛りには適切な数値を書き入れること。

  

 

1
【実験】

1 図１のように、ステンレス皿の上に銅粉1.2 ｇを
入れて一定時間加熱し、火を止めて冷えてから質
量を測定した。その後、粉末をよくかき混ぜてか
ら再び加熱し、冷えてから質量を測定した。この
操作を５回繰

く

り返して結果をグラフにした。
2 銅粉を1.6 ｇ、2.0 ｇ、2.4 ｇにして、それぞれ 1

と同様の操作を行い、質量を測定した。図２は、
その結果をまとめたものである。

図１

結
び
つ
い
た

 

加熱した回数〔回〕

図2

1 2 3 4 5
0

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

物
質
の
質
量 

〔ｇ〕

0
ガスバーナー

銅粉ステンレス皿

1 2 3 4 5
0

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

物
質
の
質
量 

〔ｇ〕

0

（  ）

（  ）

（  ）

 

 

 

 
2 年 p.284 ～ 287

「基本問題」のあとには、「活用問題」
を掲載し、思考力を深められるよう
にしています。

活用問題 北海道は農作物の生産が盛
さか

んで、トウモロコシやダイコン、コメなどにおける全国有数の生産地で

ある。このうち、トウモロコシとダイコンを観察した太郎さんと花子さんの会話から、あとの問い

に答えなさい。

1 下線部 1 について、二人は、トウモロコシとダイコンの根を赤く着色した水に数時間つけておく操作を

行った。このことから、図１で赤く染まっている部分は「師管」と「道管」のどちらといえるか。
2 図１から、 ① には「双

そう

子
し

葉
よう

類」と「単子葉類」のどちらの語句が入るか答えなさい。また、 ①

の植物の茎の横断面の特
とく

徴
ちょう

について、その特徴を「維
い

管
かん

束
そく

」という語句を使って簡単に説明しなさい。
3 二人の会話から、 ③ にあてはまる語句を答えなさい。
4 花子さんは ④ で、アミラーゼによる消化について発言をしている。 ④ の発言として最も適切

なものを、次のア～エから選びなさい。

ア  デンプンを分解するはたらきがあるから、お米に含まれるデンプンが分解されて小さな

 

 

 

活用問題活用問題 単元２ 生物の体のつくりとはたらき

1

トウモロコシ ダイコン

図１太郎：  トウモロコシとダイコンをいろいろな方法で観察すると、
それぞれの特

とく

徴
ちょう

が見えてくるね。 赤く着色した水を
使って、茎

くき

の横断面を描
か

いた結果が図１だよ。茎の染ま
り方がかなりちがうね。

花子： 茎の染まり方から、トウモロコシは ① で、ダイコ
ンは ② だといえるね。葉の色はどうかな。

太郎： 葉はどちらも緑色だね。植物の葉が緑色なのは、植物の
細
さい

胞
ぼう

の中に ③ があるからだね。
花子： 細胞の中に ③ があるから、植物は光合成によって栄養分をつくることができるんだったね。

そして、私たちや動物は植物を食べることで栄養分を取り入れているよ。
太郎：  でも、栄養分をそのまま吸収することはできないよ。例えば、お米に含

ふく

まれる栄養分を吸収する
ためには、唾

だ

液
えき

に含まれるアミラーゼが必要だよ。
花子：  アミラーゼには、 ④ 分子になるよ。

1

技  能の習得のためにー

構成

 STEP

4

 STEP

5

2 年 p.146

二次元コードからアクセスできる
「まなびリンク」では、基本問題、
活用問題、学年末総合問題の解答
の解説を掲載しています。

CHECK!!

9



まなびリンク

別紙に「探究の進め方とまなびリンクの活用（表面）」

「まなびリンクコンテンツ一覧（裏面）」を同封して

います。併せてご覧ください。

コンテンツのサンプルを教科書特設サイトよりご覧いただけます。

探究の進め方と探究の進め方とまなびリンクのまなびリンクの活用活用令７版『中学理科』
内容解説資料

まなびリンクの活用まなびリンクの活用

これまでの学習のおさらい

金属の性質

原子のモデルカード

ガスバーナーの使い方

グラフシート

要点をチェック

レポートの書き方

銅粉の質量と結びつく酸素の質量との間には、質量の比が常に一定となる
関係がある。を示すを示す

結論結論

探究を
振り返ろう

課題に対し、探究によって到達した結論をまとめます。

　1.0 ｇの銅粉を空気中で一定時間加熱し、粉
末の質量を測定するという操作を繰り返すと、
図7 のような結果が得られる。このグラフか

加熱回数と銅粉の質量との関係図7

銅
粉
の
質
量

〔ｇ〕

加熱回数〔回〕

2.0

10 2 3 4 5 6

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4

0
0.2

ら、加熱回数が増えていくにしたがって、初めは粉
末の質量が増えていくが、やがて粉末の質量が増え
なくなることがわかる。
　このことから、1.0 ｇの銅と結びつく酸素の質量
には、限度があることがわかる。

銅粉の質量を増やせば、
結びつくことのできる
酸素の質量も増えるのかな。

銅粉の質量と、
結びつく酸素の質量との
関係を調べてみようよ。

を立てる
計画

を立てる
仮説

を決める
課題

を
見つける

を
見つける

疑問疑問

5

探究の進め方探究の進め方

それなら、銅の質量を２倍に増やしたら、
結びつくことのできる酸素の質量も
２倍に増えるはずだね。

64ページの実験で
質量が増えなくなったのは、
全ての銅原子が酸素と
結びついたからだと思うよ。

を立てる
計画

銅粉の質量と結びつく酸素の質量との間には、
どのような量的な関係があるのかを考えてみよう。を立てる

を立てる
仮説仮説

を決める
課題

を
見つける

疑問

銅の質量と、
結びついた酸素の質量との関係を
表やグラフで整理してみるといいね。

64ページの実験を、
加熱する銅粉の質量を班ごとに変えて、
分担して実験してみよう。

銅粉の質量と結びつく酸素の質量との間の量的な関係を調べるにはどのように
すればよいか、仮説をもとに実験の計画を立ててみよう。を立てる

を立てる
計画計画

を立てる
仮説

を決める
課題

を
見つける

疑問

課題に対する自分の考えを明らかにし、観察や実験で
確かめることのできる仮説を設定します。

仮説を確かめるための観察や実験の方法を計画し、仮説のとおりであれば
どのような結果になるか見通しをもちます。

を立てる
計画

を立てる
仮説

銅粉の質量と結びつく酸素の質量との間には、
どのような量的な関係があるのだろうか。を決める

を決める
課題課題

を
見つける

疑問

疑問に思うことを解明するために、探究していく課題を設定します。

計画にそって観察・実験などを行い、結果を記録します。
結果はスケッチや写真、ビデオなどで記録し、表やグラフにまとめます。

・銅粉の質量と生じた酸化銅の質量との間には、どのような量的な関係があるか。
・銅粉の質量と結びつく酸素の質量との間には、どのような量的な関係があるか。

実験結果から考えよう

するする

考察考察

結果からどのようなことがわかるか、自分の仮説は正しいといえるか、
考察して話し合います。

身近な事象やこれまでの学習に目を向け、疑問に思うことを見つけます。

疑問～課題

仮説

計画

結論～

観察・実験～考察

学習に入る前などに、これまでに
学習した内容を教科書の紙面をも
とに振り返ることができるコンテ
ンツです。

前学年の内容を参照させたい場面で、
前学年の教科書の一部を見られるよう
にしています。例えば、２年の酸化銀
を加熱する実験では、できた物質が金
属かどうかを考えられるよう、１年の
教科書に掲載されている金属の性質を
参照できるようにしています。

銅紛の質量と結びつく酸素の質量との
間にある関係を考える場面など、生徒
が考えをつくりやすいように、モデル
で表すシミュレーションコンテンツを
掲載しています。

実験の計画を立てる場面などで、器具
の使い方を習得できるよう、実験器具
の使い方を解説した動画を掲載してい
ます。銅紛の質量と結びつく酸素の質
量の関係を調べる場面では、ガスバー
ナーのほかに、電子てんびんの使い方
の動画も活用できます。

結果をグラフに表す実験では、数値を
入力すると簡単にグラフ化ができるグ
ラフシートを掲載しています。短時間
でグラフを作成でき、結果の共有や考
察に時間をさくことができます。

結論を導き、学習を終えた場面では、
要点をチェックのフラッシュカードコ
ンテンツを使用することで、学習を振
り返り、知識を定着できるようにして
います。

実験後に、レポートを書く場面では、
レポートの書き方の動画を活用できま
す。

※まなびリンクは、教科書の二次元コードからアクセスできるデジタルコンテンツです。

令和７年度版令和７年度版「自然の探究 中学理科」「自然の探究 中学理科」まなびリンクコンテンツ一覧まなびリンクコンテンツ一覧

１年 2年 3年
ページ 内　容 種類

② 当学年の情報内容一覧 ー

④ メッセージ動画
（向井千秋先生）

④ Web ずかん（SDGs）

1 レポートの書き方

6 これまでの学習のおさらい

11 Web ずかん（SDGs：目標 6）

12 気体の性質表

23 要点をチェック

24 これまでの学習のおさらい

33 「むらさきキャベツで
酸性雨を調べよう」

34 こまごめピペットの使い方

39 「中和事業とは」

39 要点をチェック

42 これまでの学習のおさらい

55 ダニエル電池の仕組みの
モデル

57 「電池なるほどアカデミー」

59 要点をチェック

68 これまでの学習のおさらい

69 「植物の根がのびていく
部分には？」

71 「根」

75 動物の細胞と植物の細胞の
細胞分裂

75 －細胞分裂の過程－

75 要点をチェック

76 「生殖」

77 「雄と雌の区別がない場合の
生殖は？」

78 Web ずかん（SDGs：目標 2）

82 「カボチャの花粉の観察」

83 「受粉と受精の観察－中学」

85 要点をチェック

86 これまでの学習のおさらい

99 要点をチェック

100 これまでの学習のおさらい

105 要点をチェック

109 要点をチェック

119 星座早見 AR

119 星座早見の使い方

120 これまでの学習のおさらい

124 太陽の１日の動き

127 星の１日の動き

130 太陽の日周運動の再現

131 地球の自転によってできる
昼と夜

131 要点をチェック

132 これまでの学習のおさらい

133 各季節の星座

133 デジタル星座早見

136 季節による星座の移り変わり
と太陽の位置

139 日周運動の経路の変化

141 要点をチェック

142 これまでの学習のおさらい

149 「日食一覧」

150 「月食一覧」

159 要点をチェック

160 これまでの学習のおさらい

165 「宇宙天気予報」

166 Web ずかん（太陽系の星たち）

170 「４次元デジタル宇宙
プロジェクト」

171 要点をチェック

182 これまでの学習のおさらい

197 要点をチェック

198 これまでの学習のおさらい

201 記録タイマーの使い方

203 要点をチェック

207 グラフシート

ページ 内　容 種類

② 当学年の情報内容一覧 ー

④ メッセージ動画
（小林快次先生）

④ Web ずかん（SDGs）

1 レポートの書き方

6 これまでの学習のおさらい

9 ルーペの使い方

9 双眼実体顕微鏡の使い方

13 Web ずかん
（植物、こん虫、鳥）

16 生物カード

18 生物カード

20 生物カード

21 分類の示し方の工夫

21 要点をチェック

22 これまでの学習のおさらい

27 「花の分解」

28 －花から果実・種子への
変化－

30 生物カード

34 生物カード

35 Web ずかん
（SDGs：目標 15）

35 要点をチェック

36 生物カード

37 「種子をつくらない植物」

39 生物カード

40 生物カード

41 要点をチェック

42 これまでの学習のおさらい

44 生物カード

44 「CT 生物図鑑」

46 身近な脊椎動物の特徴

47 生物カード

48 「カエルの成長の様子」

51 要点をチェック

55 バッタの 3D モデル

55 カニの 3D モデル

56 「トノサマバッタのそだち方」

58 イカの 3D モデル

61 生物カード

62 生物カード

63 要点をチェック

72 これまでの学習のおさらい

77 ガスバーナーの使い方

85 電子てんびんの使い方

86 メスシリンダーの使い方

89 要点をチェック

90 これまでの学習のおさらい

91 気体の性質の調べ方

92 気体の集め方

96 アンモニアの噴水

99 要点をチェック

100 これまでの学習のおさらい

103 溶解の粒子のモデル

106 要点をチェック

108 ろ過の方法

113 要点をチェック

114 これまでの学習のおさらい

115 「状態変化」

116 温度計の使い方

117 グラフの表し方

119 Web ずかん
（SDGs：目標 11）

119 要点をチェック

124 状態変化の粒子のモデル

125 要点をチェック

131 「What's 石油」

131 要点をチェック

ページ 内　容 種類

② 当学年の情報内容一覧 ー

④ メッセージ動画
（内田麻理香先生）

④ Web ずかん（SDGs）

1 レポートの書き方

5 Web ずかん（気象）

8 これまでの学習のおさらい

10 金属の性質

13 電源装置の使い方

14 電気分解装置の使い方

15 気体の性質表

20 元素のフラッシュカード

22 「113 番元素特設ページ」

23 原子のモデルカード

25 要点をチェック

27 原子のモデルカード

28 原子のモデルカード

29 要点をチェック

30 これまでの学習のおさらい

31 原子のモデルカード

31 気体の性質表

37 原子のモデルカード

40 原子のモデルカード

42 原子のモデルカード

46 原子のモデルカード

50 原子のモデルカード

50 金属の性質

52 原子のモデルカード

54 Web ずかん（SDGs：目標 9）

54 「「たたら製鉄」の歴史と伝統」

54 要点をチェック

57 要点をチェック

58 これまでの学習のおさらい

64 原子のモデルカード

67 グラフシート

70 原子のモデルカード

71 要点をチェック

80 これまでの学習のおさらい

81 プレパラートのつくり方

82 顕微鏡の使い方

89 要点をチェック

90 これまでの学習のおさらい

91 植物の体

105 要点をチェック

106 「植物の蒸散－中学」

113 植物の体のつくりとはたらき

113 要点をチェック

114 これまでの学習のおさらい

115 人体の 3D モデル

122 「食べ物を体に取り込む
しくみ」

124 「ヒトの呼吸器のしくみ」

126 －心臓のつくりと動き－

127 －毛細血管－

132 Web ずかん（SDGs：目標 3）

132 要点をチェック

139 要点をチェック

141 要点をチェック

150 これまでの学習のおさらい

153 「過去の気象データ検索」

159 要点をチェック

ページ 内　容 種類

213 グラフシート

215 Web ずかん
（SDGs：目標 11）

217 要点をチェック

218 これまでの学習のおさらい

227 グラフシート

231 「運動エネルギーと
位置エネルギー」

233 要点をチェック

234 これまでの学習のおさらい

242 Web ずかん
（SDGs：目標 7、9）

243 「エネルギーの源は？」

243 要点をチェック

252 これまでの学習のおさらい

255 Web ずかん
（SDGs：目標 12、14）

257 Web ずかん
（SDGs：15）

261 Web ずかん
（SDGs：目標 6、15）

261 要点をチェック

263 Web ずかん
（SDGs：目標 14、15）

263 要点をチェック

264 これまでの学習のおさらい

266 Web ずかん
（SDGs：目標 15）

267 「地理院地図」

268 Web ずかん
（SDGs：目標 7、14）

271 Web ずかん
（SDGs：目標 15）

273 Web ずかん
（SDGs：目標 15）

273 要点をチェック

274 これまでの学習のおさらい

279 －行政や国の取り組み－

281 要点をチェック

282 これまでの学習のおさらい

286 Web ずかん（SDGs：目標 7）

289 要点をチェック

290 これまでの学習のおさらい

293 Web ずかん
（SDGs：目標 12、14）

294 Web ずかん（SDGs：目標 9）

299 Web ずかん（SDGs：目標 9）

299 要点をチェック

304 Web ずかん
（SDGs：目標 12、14、15）

305 要点をチェック

314 「名古屋市科学館」
のホームページ

314 「日本科学未来館」
のホームページ

314 「明石市立天文科学館」
のホームページ

315 「向井千秋記念子ども科学館」
のホームページ

318 グラフの表し方

319 顕微鏡の使い方

320 プレパラートのつくり方

320 双眼実体顕微鏡の使い方

321 メスシリンダーの使い方

321 ルーペの使い方

322 電子てんびんの使い方

322 電気分解装置の使い方

323 試験管の扱い方

323 薬品の扱い方

323 アルコールランプの使い方

324 ガスバーナーの使い方

325 電源装置の使い方

325 電流計の使い方

332 解答の解説

裏表紙
学校の生活で気をつけること

（感染症対策）/
学習者用端末の使い方

ー

ページ 内　容 種類

140 これまでの学習のおさらい

140 「北海道地質百選」

143 さまざまな地形や地層

144 流水によってできる地形

146 「KuniJiban」

147 逆断層　正断層

148 これまでの学習のおさらい

150 堆積岩 3D モデル

157 要点をチェック

162 これまでの学習のおさらい

163 「日本の火山」

167 火山の形

170 「地球の岩石図鑑」

171 火成岩 3D モデル

173 要点をチェック

174 これまでの学習のおさらい

188 要点をチェック

190 これまでの学習のおさらい

195 Web ずかん
（SDGs：目標 11）

197 Web ずかん
（SDGs：目標 15）

197 要点をチェック

206 これまでの学習のおさらい

218 「屈折と全反射」

219 水中から見上げた景色

219 要点をチェック

228 凸レンズによる像のでき方

231 Web ずかん（SDGs：目標 9）

231 要点をチェック

232 これまでの学習のおさらい

237 「音の速さを見てみよう」

237 要点をチェック

238 簡易オシロスコープ
による音の観察

239 音の波形の表示

241 要点をチェック

242 これまでの学習のおさらい

252 グラフシート

253 グラフの表し方

255 要点をチェック

266 「福井県立恐竜博物館」
のホームページ

266 「滝川市美術自然史館」
のホームページ

267 「赤穂市立海洋科学館
塩の国」のホームページ

267
「北海道立オホーツク
流氷科学センター」
のホームページ

271 顕微鏡の使い方

272 試験管の扱い方

272 薬品の扱い方

272 アルコールランプの使い方

276 解答の解説

⑨ 「霧島ジオパーク」

⑨ 「室戸ユネスコ
世界ジオパーク」

⑩ 「洞爺湖有珠山ジオパーク」

⑩ 「三笠ジオパーク」

⑩ 「八峰白神ジオパーク」

⑩ 「ジオパーク秩父」

⑩ 「南紀熊野ジオパーク」

⑩ 「伊豆半島ジオパーク」

裏表紙
学校の生活で気をつけること

（感染症対策）/
学習者用端末の使い方

ー

ページ 内　容 種類

160 これまでの学習のおさらい

173 要点をチェック

174 これまでの学習のおさらい

179 前線面と前線を再現する実験

181 要点をチェック

182 これまでの学習のおさらい

184 「気象衛星ひまわり」

188 「気象人」

191 台風の雲の 3D モデル

195 要点をチェック

196 これまでの学習のおさらい

198 「防災の手引き」

201 Web ずかん（SDGs：目標 6）

201 要点をチェック

210 これまでの学習のおさらい

214 電圧計の使い方

215 デジタルテスターの使い方
（電圧の大きさの測定）

217 回路図のかき方

220 電流計の使い方

221 デジタルテスターの使い方
（電流の測定）

227 電源装置の使い方

229 グラフシート

232 デジタルテスターの使い方
（抵抗の測定）

241 要点をチェック

245 グラフシート

247 要点をチェック

248 これまでの学習のおさらい

255 磁力線の 3D 画像

259 モーターの仕組み

264 Web ずかん（SDGs：目標 9）

264 要点をチェック

267 「直流と交流の違い」

267 要点をチェック

268 これまでの学習のおさらい

271 「サイエンス資料館」

277 要点をチェック

288 「旭川市旭山動物園」
のホームページ

288
「広島市健康づくり
センター健康科学館」
のホームページ

289 「気象科学館」のホームページ

292 グラフの表し方

293 双眼実体顕微鏡の使い方

293 電子てんびんの使い方

294 メスシリンダーの使い方

294 ルーペの使い方

295 試験管の扱い方

295 薬品の扱い方

295 マッチの使い方

296 ガスバーナーの使い方

300 解答の解説

裏表紙
学校の生活で気をつけること

（感染症対策）/
学習者用端末の使い方

ー

…動画　 …Webずかん　 …補助コンテンツ　 …Webアプリ　 …リンク　アイコンなし…その他

学年 1 年 2年 3年 総数

合計数 120 109 121 350

ー１人１人が よ

教科書×デジタルで学びの選択肢 が
デジタルの学び特色3

教科書に掲載されている二次元コードか
らアクセスできる「まなびリンク」では、
デジタルでの学びをサポートします。

まなびリンク＋＋（プラス） 教育出版は、『まなびリンク＋
(プラス )』でさらに『個別最
適な学び』をサポートします。

CHECK!!

教科書掲載の「まなびリンク」に加え、先生方が必要に応じてご利用できる
Webコンテンツを提供いたします。

『まなびリンク＋＋』って？

※各企画の内容は変更になることがあります。※収録内容は教科によって異なります。

生徒

先生

先生専用サイト

ワークシート リンク資料動画写真

NEW!!

CHECK!!

❶先生方が、クラスや生徒の学習状況や実態に応
じて、最適なコンテンツを生徒に提示できます。

❷教科書の二次元コード『まなびリンク』にプラス
して、コンテンツ（ワークシート、プリント集、
小テスト、動画、音声データなど※）を活用でき
ます。

❸生徒の「もっと学びたい」という声に応えます。

※これらのコンテンツは先生専用サイトよりアクセスできます。

10



器具の使い方

Webずかん

グラフシート

これまでの
学習のおさらい

資料動画

バッタの３Dモデル

原子のモデルカード

要点をチェック

地形の３Dモデル

デジタル星座早見

メッセージ

まなびリンクのコンテンツの例

掲載箇所数が、５倍
以上になりました。
１年：120 点
２年：109 点
３年：121 点
合計  350 点

（令和３年度版は合計６５点）

が より学びやすくなるようにー

が広がります

11



小学校からの接続

物質は、融
ゆう

点
てん

や沸
ふっ

点
てん

を境にして、固体、液体、気体へと状態変化することを学習
した。例えば、液体のエタノールを加熱すると、気体に状態変化する。

ロウを使って、液体から固体に状態変化するとき、体積や質量が変化するかどう
かを調べてみよう。

エタノールを入れた袋
ふくろ

に熱湯をかけると、エタノールが加熱されて液体から気体
に状態変化し、袋は大きく膨

ふく

らむ 図5 。ところが、しばらくすると、エタノール
が冷

れい

却
きゃく

されて気体から液体に状態変化し、袋は縮む。
エタノールのように、状態変化するときには、どのような物質でも体積が変化す

るのだろうか。また、質量は変化するのだろうか。

状態変化に伴
ともな

う物質の体積や質量2節

エタノールの液体から気体への状態変化図5

エタノール 
液体 気体

物質が状態変化するとき、物質の体積や質量は変化するのだろうか。課題課題

エタノールが液体から気体へと
状態変化すると、袋が大きく膨らむから、
どのような物質でも、状態変化すると
質量は増えると思うよ。

エタノールが状態変化すると
袋が膨らんで体積が変化したから、
どのような物質でも、状態変化するときは、
体積が変化すると思う。

120

5

10

月は、太陽と同じように、東の方から昇
のぼ

り、南を通って、
西の方へ沈

しず

んでいくことを学習した。
「月と星 小4 」

月の見え方は、観察する人から見た月と太陽の位置関係によって決まり、
月と太陽の角度が大きいほど、月の形が丸く見えることを学習した。
「月と太陽 小6 」

これまでの学習お
さ
ら
い

お
さ
ら
い  

思い出そう

先 花を て た植物 し て 観察す と 果実 子
 

❶

小3

「植物の体のつくり」
植物の体は、葉、茎、根
からできている。

葉

根

茎（子葉）

ホウセンカ

めしべ

がく

おしべ

花びら

花の くりに着節

 

「花のつくり」
花は、めしべ、おしべ、
花びら、がくなどから
できていて、おしべの
先には花粉がある。

小5

空気の中に約21%ある酸素の 
はたらきで、ろうそくが燃えて
いるんだね。ものを燃やす前と
燃やしたあとでは、空気の 
成分がどうちがうのかな？

ものを燃やす前とあとでは、空気の成分は 
どのように変わるのだろうか。

問題問題

予想しよう 集気びんの中でろうそくを燃やしたとき、燃やす前と�
あとで空気の成分がどのように変化するかを�
予想しましょう。

空気の中でろうそくの火が消える。（18 秒後）

ろうそくを燃やす前 ろうそくを燃やしたあと

酸素の中でろうそくの火が消える。（29 秒後）

酸素にものを燃やす 
はたらきがあることに 
着目して、空気の成分の 
変化について考えましょう。

酸素にはものを燃やす 
はたらきがあるから、 
ろうそくを燃やすと、
酸素がなくなると思うよ。

ちっ素 
酸素

酸素 酸素空気 空気

17

3 年 p.142

１年 p.23

●小学校の教科書と同様に、上から下へ読み進められるシンプル
なレイアウトで、読む順番に迷いません。

●文章と対応する図を近くに配置する側注のないレイアウトで、
図を探す手間が省け、内容に集中できます。

◀これまでに学習したことを、章
扉でまとめています。

◀仮説を考える場面などでも、丁
寧に表現し、根拠をもった考え
ができるようにしています。

ー新時代に対応した教科書を目ざしてーその他の
特長

側注ありのレイアウト
平成 28 年版教科書

小学校
6年

中学校
1年

12



安心・安全への配慮 ～指示・禁止・注意の表示～

V A

酸性の水
すい

溶
よう

液
えき

とアルカリ性の水溶液には、それぞれ共通の性質が見られた。では、水
溶液の中で、酸性やアルカリ性を示す原因となっているものは何だろうか。

酸性・アルカリ性を示すものの正体2節

酸性やアルカリ性を示すものの正体は何だろうか。課題課題

準備 うすい塩酸（約４％） うすい水酸化ナトリウム水溶液（約４％）
硫
ゅう

酸
さん

ナトリウム水溶液（約４％ リトマス紙 ピンセット ろ紙 スライ ス（ 枚）
電源装置 クリップつき導線（２本） 金属製の目玉クリップ（２個） 保護眼鏡

方法 スライドガラスに硫酸ナトリウム水溶液を
しみ込

こ
ませたろ紙をのせ、目玉クリップで

両
りょう
端
たん
をとめる。

1

右の図のような回路をつくる。2

ろ紙の上に硫酸ナトリウム水溶液を
しみ込ませた青色リトマス紙をのせる。

3

うすい塩酸で湿
しめ
らせたろ紙を

青色リトマス紙の中央にのせる。
4

10～15Ｖ程度の電圧を加えて
青色リトマス紙の色の変化を観察する。

5

青色リトマス紙を赤色リトマス紙に、
うすい塩酸をうすい水酸化ナトリウム
水溶液にかえて、 3 ～ 5 と同様に調べる。

6

やってみよう 酸性・アルカリ性を示すものの正体を調べてみよう
室内換気 廃液処理 保護眼鏡

「酸」性だから、
酸素が関係しているのかな。
でも、酸性の水溶液に
とけている物質の化学式には
どれもHが入っているね。

酸性の水溶液も
アルカリ性の水溶液も、
どちらも電解質の
水溶液だったよね。
ということは、水溶液中の
イオンが原因になって
いるんじゃないかな。

水溶液が手につかないように十分注意する。
手についてしまったときには、すぐに水で洗う。注意

電圧を加えている間は、絶対に装置に
触
ふ

れてはいけない。禁止

電源装置

硫酸ナトリウム水溶液を
しみ込ませたろ紙

スライドガラス

幅
はば

５ くらいに切る

うすい塩酸で
湿らせたろ紙

硫酸ナトリウム水溶液を
しみ込ませた
青色リトマス紙

陰
いん

極
きょく

陽極

3030

応急処置

地震が起きたときには

実験中に地
じ

震
しん

が起きたときは、
先生の指示に従い、身の安全を確保する。
�ものが「落ちてこない・倒

たお
れてこない・移動しない」

場所で揺
ゆ
れがおさまるのを待つ。

�揺れているときは、机の下にもぐるなどして
頭を守る。机の下にもぐれない場合は、教科書や
ノートで頭を守り、できるだけ低い姿勢をとる。

�薬品や火を扱っている場合は、
実験台から離

はな
れた場所で身を守る。

�揺れがおさまってから火を消して
ガスの元栓を閉める。

�有害な気体が発生しているおそれがある場合は、
ハンカチなどを鼻や口に当てる。

�避
ひ
難
なん
する場合は、

薬品やガラスの破
は
片
へん
などに注意する。

気体を吸っ
分が く

な たとき

品が いた

感染症が広がっているときには

�感
かん
染
せん
症
しょう
が広がっているときは、マスクをつける。

�理科室に入る前や出たあとには、手洗いや手指の
消毒をする。

�窓やドアを開けて、換
かん
気
き
をする。

3

3 年 p.30

3 年 p.3

◀各学年の「理科室のきまりと応急処置」に
は、地震が起きたときや感染症が広がって
いるときの対応方法を掲載し、自分の身を
守るために大切なことが理解できます。

禁 室内換気室内換気 廃液処理

思い出そ

禁止 注意

禁 室内換気 保護眼鏡

❶安全に活動するための指示を、一目でわかるよ
うに、観察・実験タイトルの右側に表示してい
ます。

❷絶対にしてはいけない禁止事項を赤色のマーク
と黄色の地色で目だたせています。

❸特に注意すべきことを、黄色のマークと赤色の
文字で表示しています。
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防災・減災のための取り組み

SDGsに向けた取り組み

ー新時代に対応した教科書を目ざしてーその他の
特長

3 年 p.274

3 年 p.293

単
元 

5

学びをつなげよう

 
 

中学校で学んだことは、自然災害から身を守るために、どのように活用すればよいの
だろうか。また、自然災害が起こったとき、どのように役立てればよいのだろうか。

【理科】 火山・地震・気象と災害に
ついて学んだ。災害がどのように
起こるかがわかる。

【社会】 自然現象に対する
さまざまな防災の取り組みが
地域で行われていた。

【国語】 防災のお知らせでは、
情報を整理しながらわかりやすく
表現することが重要だね。

【社会】 地図の見方を学んだ。
地図上のどこにどのような
危険があるかを予測できる。

【数学】 確率の考え方を学んだ。
震
しん

度
ど

6弱以上の地震が30年以内に
起こる確率が高くなっている。

【技術・家庭】 災害に備えて、
家の中の家具などが倒

たお

れない
ようにする方法を考えたよ。

自然災害から
身を守る

【音楽】 避
ひ

難
なん

所では、歌によって
昔のことを思い出し、元気を取り
戻
もど

そうと、励
はげ

まし合ったそうだよ。
音楽は生活を豊かにすることを学んだね。

【理科】 てこを使ってものを
移動させたり、炊

すい

飯
はん

時に火を
おこしたりするときに生かせるね。

3 年 p.281

１年「大地の躍動と恵み」（p.190）、２年「大
気の躍動と恵み」（p.196）、３年「自然災害と
私たち」（p.274）と３年間を通して自然災害と
防災・減災に関して学ぶ章を設け、対話の例な
どから、主体的に学習に取り組めるように工夫
しています。

読み物資料「ハローサイエンス」には、関
連するSDGsのマークがついています。

SDGs の各目標については、まなび
リンクの「SDGs ずかん」で詳しく説
明しています。

CHECK!!
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他教科連携、カリキュラム・マネジメント

学力調査、入試対策

高等学校への接続

小数の割り算

［ 48.8 ÷ 6.2 ］
1 割る数が整数になるように、小数点を右へ移動
する。
2 割られる数の小数点も、 1 で移動した分だけ右
に移動する。
3 商の小数点は割られる数の移動した小数点にそ
ろえて打つ。

小数のかけ算

［ 8.96 × 7.6 ］
1 小数点がないものとして計算する。

つの量の関係で 比べられる量（比
ひ

較
か

量）が
にする量（基 量） 何倍に当たるか し

割合

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

理科で使う算数・数学理科で使う算数・数学

比例

二つの変数 x、yがあって、 x の値
あたい

が２倍、３倍、
…になると、それに伴

ともな

ってyの値も２倍、３倍、…
になるとき、 yは x に比例するという。このとき、
x とyは次の式で表せる。

ｙ＝ax （ａは定数）

比例のグラフ

比例の関係にある二つの
変数 x、y をグラフに表す
と、原点を通る直線になる。
このとき、比例定数aはグ
ラフの傾

かたむ

きを表す。

単位とは、長さ、質量、時間など、ある量を数
値で表すとき、比較の基準となるように大きさを

 

 

ア
ケ ン

❶ 分は hで表
 

6.2 48.8
 7.87
62 488.

 434
 540
 496
 440
 434
 6

6.2. 48.8.

割られる数

1

3

2

割る数

小数の計算 比例

単位とは

ｙ＝ax のグラフ
（ａ＞０）

ｙ

x
O

巻末資料

基本問題基本問題 単元２ 生物の体のつくりとはたらき

右の写真は、オオカナダモの細
さい

胞
ぼう

のつくりを顕
けん

微
び

鏡
きょう

で観察したときに撮
さつ

影
えい

したものである。写真１

は染
せん

色
しょく

前、写真２は染色後のものである。あとの問いに答えなさい。
1 写真１に見られる緑色の粒

つぶ

を何というか。
2 1 の粒で行われているは
3 写真１ではほとんど見え

よく見える丸いつくり

だあとのＢＴ 液は何性 ると考えられるか

験 1 の手順において Ｂ 液をう 黄

に変化させ 気体 何

1
写真１ 写真２

ア エ

北海道は農作物の生産が盛
さか

んで、トウモロコシやダイコン、コメなどにおける全国有数の生産地で

ある。このうち トウモロコシとダイコンを観察した太郎さんと花子さんの会話から あとの問い

に答えなさい。

2 図１から、 ① には 葉類」と「単子葉類」のどちらの語句が入

植物の茎の 断 特
とく

徴 つ て の特徴を「維
い

管
かん

束」という語

の会話から て まる を答えなさい。

 

 

 

 

活用問題活用問題 単元２ 生物の体のつくりとはたらき

1

太郎：  トウモロ

 

 

 

  

  

学年末総合問題学年末総合問題
銅の化学変化について調べるために、次の実験を行った。あとの問いに答えなさい。

ア～エ ら選びなさい。

ア 赤色 イ 銀色 ウ．
2 この実 で こった 学変化を、原

  

 

1
【実験】

1 図１のように、ステンレス皿の上に銅粉1.2 ｇを
入れて一定時間加熱し、火を止めて冷えてから質

   

図１

 

図2

3.0
3.5

物

 

銅粉ステンレス皿 3.0
3.5

物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「速さ（速度）」は「単位時間」に進む「道のり」で表す。
ここでいう震源からの距離は小学校の算数の「道のり」に等しい。

ブリッジブリッジ

算数

Ｐ る 度 km/s〕＝

１年 p.274

2 年 p.144

2 年 p.146

2 年 p.284

高校「化学基
き

礎
そ

」

ある濃
のう

度
ど

の塩酸10 cm3に、ある濃度の水酸化ナトリウム水溶液15 cm3を加える
と、過不足なくちょうど中和が終わったとする。同じ濃度の塩酸20 cm3を過不足
なく中和するために必要な同じ濃度の水酸化ナトリウム水溶液は何cm3 だろうか。
また、塩酸の濃度を 1

2 倍にするとどうなるだろうか。

❶ ❷

中和とイオン

❶ 酸の水溶液に含
ふく

まれる水素イオンの数と、アルカリの水溶液に含まれる水酸化物イオンの数が等しくなることを意味する。
❷ 中和が終わる点を中和点という。この場合の中和点では、水溶液は中性を示すが、酸やアルカリの種類によっては必ずしも

中和点で中性を示すとは限らない。これは、中和によってできる塩が影
えい

響
きょう

しているためである。

 
 

準備 うすい塩酸（濃塩酸10 cm3 を110 cm3 の水にとかしたもの）
うすい水酸化ナトリウム水溶液（水酸化ナトリウム４ｇを100 cm3 の水にとかしたもの）
蒸留水 ＢＴＢ液 ビーカー 試験管（４本） 試験管立て メスシリンダー
こまごめピペット（４本） 保護眼鏡

参 考
塩酸を過不足なく中和するときの
水酸化ナトリウム水溶液の体積を調べる実験

 

室内換気 廃液処理 保護眼鏡

5

3 年 p.40

  

電子が動くと、地球の磁界からの力がはたらき、電子は加速されます。電子は磁力線にそうように
して地球の大気に降り注ぎ、大気中の酸素や窒

ちっ

素
そ

などの原子や分子と衝
しょう

突
とつ

します。このとき、原子や
分子のエネルギーの状態が変化することにより発光が生じます。電子が磁力線にそうように加速され
ることから、オーロラは、北極や南極に近い地域で見られることが多いのです。

太陽風は 大きなエネルギーをもっています。地上は 地球の周囲の磁界のはたらきで太陽風から

北極や南極などに近い地域では、淡
あわ

い光がカーテンの
ように夜空に揺

ゆ

らめく現象が見られることがあります。
この現象は、オーロラ（極光）とよばれています。

オーロラが見られるかどうかは、太陽の活動と密接に
関わっています。

太陽からは、光だけでなく－
マイナス

の電気をもつ電子や＋
プラス

の
電気をもつ粒

りゅう

子
し

が含
ふく

まれる太
たい

陽
よう

風
ふう

が放出されていて、地
球に向かってきています。

この太陽風の影
えい

響
きょう

により、地球の周囲の磁界は、右下
の図のようになっています。

オーロラ 空を舞
ま

う光のカーテン

地上で見られるオーロラ（カナダ）

広がる科学の世界 高校「物理」

2 年 p.283

１年 p.180

算数・数学科など、理科と関わりの深い他教科の
内容を紹介し、他教科との連携やカリキュラム・
マネジメントを考慮したつくりになっています。

最先端の科学を紹介する「広がる
科学の世界」や読み物資料で、高
等学校の学習内容を扱い、「発展」
として紹介しています。

単元末には、「基本問題」と「活用
問題」を、巻末には「学年末総合
問題」を掲載し、練習問題を豊富
に用意しています。解答例が巻末
に掲載されており、自主学習に使
えます。（まなびリンクには、解説
も用意しています。）
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ー新時代に対応した教科書を目ざしてーその他の
特長

ユニバーサルデザイン

造本上の工夫

 

�

温 化を れ
世界各 が 力し 、 酸化

ろうそくのほか、木や紙、布など、植物から�
つくられたものを燃やしても、空気の中の酸素�
の一部が使われて減り、二酸化炭素ができて�

�

空気の中で木を
燃やす。

木

 

 

けでは判断 質を見分 るため それぞ の
ひ かく

砂糖やかたくり粉を加熱すると、しだいに焦
こ

げて炭となり 図7 、やが
して燃え、二酸化炭素が発生する 図8 。このような現象が見られるのは
かたくり粉に炭素が含

ふく

まれているためである。炭素を含む物質を有
ゆう

機
き

物
ぶつ

と
機物以外の物質を無

む

機
き

物
ぶつ

という。
❷

�

たく

れる。

陰極側

陽極 陰極

塩化銅水溶液に電流が流れているとき、陰極には赤茶色の固体が付着し、こ
れを取り出してこすると金属光沢が現れた 図3  。この金属は銅である。一方、陽極付
近には特有の刺

し

激
げき

臭
しゅう

のある気体が発生し、この気体がとけた水溶液によって赤インクが
脱
だっ

色
しょく

された。この気体は塩素である。

と塩素 生じたという
とは 銅 溶液の
中 銅や塩素の原 が

か

実験2から 

▲

を え とどれも黄色
れ 気体が発生した
ると音をたてて燃

ね

焼
しょ

す

水溶液 が流れた。

 

が燃

� �

�

●塩酸（酸性）

�

� �

リトマス紙の変化

赤色

青色

青色のリトマス紙

赤色のリトマス紙

C 型での見え方
（一般色覚者） P 型での見え方 D 型での見え方

本文の文字サイズを小学６年
の教科書から少しずつ小さく
なるように調整しています。
また、ほぼ全ての書体にUD
フォントを使用し、見開き初
出や重要用語にふりがなをつ
けています。

カラーユニバーサルデザイン
に配慮し、どの色覚特性でも
判別ができるようにしていま
す、また、NPO法人CUDO
の認証を受けています。

学習すべき内容や活動を
維持したまま、総ページ
数と重量を大きく軽減し
ています。
総ページ数：1034→956
重さ：2138 g→1980 g

中学校
1年

中学校
3年

小学校
6年
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特別支援教育に対応特

人権教育人

3
章

化
学
変
化
と
物
質
の
質
量

単
元

1

65

　1.0 ｇの銅粉を空気中で一定時間加熱し、粉
末の質量を測定するという操作を繰り返すと、
図7 のような結果が得られる。このグラフか

加熱回数と銅粉の質量との関係図7

銅
粉
の
質
量

〔ｇ〕

加熱回数〔回〕

2.0

10 2 3 4 5 6

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4

0
0.2

ら、加熱回数が増えていくにしたがって、初めは粉
末の質量が増えていくが、やがて粉末の質量が増え
なくなることがわかる。
　このことから、1.0 ｇの銅と結びつく酸素の質量
には、限度があることがわかる。

銅粉の質量を増やせば、
結びつくことのできる
酸素の質量も増えるのかな。

銅粉の質量と、
結びつく酸素の質量との
関係を調べてみようよ。

それなら、銅の質量を２倍に増やしたら、
結びつくことのできる酸素の質量も
２倍に増えるはずだね。

64ページの実験で
質量が増えなくなったのは、
全ての銅原子が酸素と
結びついたからだと思うよ。

銅の質量と、
結びついた酸素の質量との関係を
表やグラフで整理してみるといいね。

64ページの実験を、
加熱する銅粉の質量を班ごとに変えて、
分担して実験してみよう。

銅粉の質量と結びつく酸素の質量との間の量的な関係を調べるにはどのように
すればよいか、仮説をもとに実験の計画を立ててみよう。を立てる

を立てる
計画計画

銅粉の質量と結びつく酸素の質量との間には、
どのような量的な関係があるのかを考えてみよう。を立てる

を立てる
仮説仮説

銅粉の質量と結びつく酸素の質量との間には、
どのような量的な関係があるのだろうか。を決める

を決める
課題課題

を
見つける

を
見つける

疑問疑問

10

5

タンポポやカタバミ、
ヒメオドリコソウは、
日当たりがよい場所に
多く見られました。

タンポポやカタバミ、
ドクダミ、
ヒメオドリコソウを
観察しました。

結論

採取
場所

Aグループ
（5点）

Bグループ
（3点）

Cグループ
（1点） 合計

雑木林 5点×4＝20点 3点×10＝30点 1点×3＝3点 53点

学校の花壇 5点×2＝10点 3点× 4＝12点 1点×3＝3点 25点

道路の
植え込み 5点×1＝ 5点 3点× 3＝ 9点 1点×2＝2点 16点

雑木林の土
ど

壌
じょう

には、花
か

壇
だん

の土壌に比べて
多くの種類の指標生物が生息していました。

他の班の調査結果も合わせると、人間の活動が、
土壌生物の多様性に影

えい

響
きょう

を与
あた

えていると考えられます。

探究を
振り返ろう

を示す

結論

２年 p.65

1
章

光
の
性
質

単
元

4

角Ａ

角Ｂ

角Ｃ

角Ｄ

目的 ガラスで光を屈折させて、入射角と屈折角の関係を確かめる。

準備 光源装置（スリットつき）　 厚みのある透明なガラス（直方体または台形）
方眼紙　 分度器　 ものさし

・入射角Ａと屈折角Ｂの大小関係はどのようになっているといえるか。
・入射角Ｃと屈折角Ｄの大小関係はどのようになっているといえるか。

実験結果から考えよう

実験2 入射角と屈折角の関係を調べる

考察考察

実験実験

結果 記述 実験結果を表にまとめる

角Ａ〔°〕

角Ｂ〔°〕

空気中→ガラスの中のとき

角Ｃ〔°〕

角Ｄ〔°〕

ガラスの中→空気中のとき

方法

目をいためることがあるので、光源装置の
光が直接目に入らないように十分注意する。注意

1 ガラスを方眼紙の上に置き、形を写し取る。

2 右の図のように、光源装置から出た光を
ガラスに当て、光の道筋を×印で記録する。

ステップ1 光の道筋を記録する

3 ガラスを外し、右の図のように線を引く。

4 角Ａ～Ｄをそれぞれ測定する。

5 光源装置の位置をさまざまに変えてガラスに光を当て、
同様に測定する。

ステップ2 角度を調べる

●  光がガラスに当たる前後で２か所ずつ記録する。

215

１年 p.215

観察・実験では、手順を縦1列に配置し
て矢印のラインをつけ、手順の文とイラ
ストが対応するように配慮しています。

生徒キャラクターや写真では、男女が役割を固定
することなく均等に登場し、外国の人とも協力し
合って学習する姿を表現しています。

探究の過程を統一感のあるマーク（課題、
仮説など）で示し、上から下に読めるシ
ンプルなレイアウトにしています。

１年 p.15

３年 p.268
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デジタル教科書・デジタル教材のご紹介
紹介ページはこちら

指導者用デジタル教材

学習者用デジタル教科書＋デジタル教材

※「指導者用デジタル教材」は、教科書紙面を含みます。

観察・実験動画

基礎技能の動画

デジタルワークシート

理科ツール

アニメーション

シミュレーション

ワンクリックで起動する動画で実験方法を見せられるため、生徒
の活動時間を増やすことができます。

詳しい操作方法や気になる箇所を、生徒が各自の端末で繰り返
し視聴できます。

教科書紙面に余白がなくても、デジタルワークシートなら書き込
みながら問題を解くことができます。

「デジタルグラフ用紙」、「表作成ツール」を用いれば、生徒と同
様の動作でグラフや表を作成できます。

実際に観察することが難しい自然の事物・現象が可視化されたり
解説されたりしているため、学習内容の理解に役立ちます。

生徒の操作で画面が変わり、条件を変えながら試行錯誤できる
ため、学習内容の理解を深めることができます。

他にも、授業に役立つコンテンツや機能を
収録しています。

他にも、学習に役立つコンテンツや機能を
収録しています。

・観察・実験ワークシート（PDF）
・NHK for School リンク集
・解答提示機能
・計算ドリル（PDF）

・計算ドリル（PDF）
・資料動画

学習者用デジタル教科書＋デジタル教材と同様に、基礎技能の動画／シミュレーション／資料動画も搭載しています。

指導者用デジタル教材と同様に、観察・実験動画／アニメーション／理科ツールも搭載しています。

※デジタル教科書・デジタル教材は開発中のため、内容は変更となることがあります。
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教師用指導書のご紹介

※仕様および内容は変更になる場合があります。

教師用指導書は、各学年の「朱書編」「研究編」「Myデジタルシリーズ」のセットと、全学年の「総説編」
で構成され、授業から観察・実験の準備まで、教科書を使った学習を全般的にサポートします。

従来の学習指導編（授業の展開）から名称を変更しま
した。教科書の縮刷と解説を掲載し、授業のポイント
を教科書ページごとに見やすくまとめています。

令和７年度版から教師用指導書セットで
Myデジタルシリーズ（データ配信版）を提供。

【Myデジタルシリーズの特徴】

朱書編
従来の学習指導編（学習評価／観察・実験）から名称
を変更しました。評価基準や観察・実験の詳しい解説
をまとめています。

研究編

Myデジタルシリーズ NEW!!

指導書が自分だけのものに。
自分専用の ID、PWでログイン。マー
カー・ふせん・かき込みをして自分だけ
の指導書ができます。

特長

１

いつでも、どこでも使える。
専用ビューアのインストール不要で、
WEBブラウザで閲覧できます。

特長

2

全学年の指導書を
一緒に使用できる。
全学年の指導書を、同一の本棚画面か
らご使用いただけます。

特長

3

〈本棚画面〉

〈デジタル朱書編画面〉 紙面はイメージです
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１年 p. ①～②

編集後記
理科の学習では、「課題」を見つけ、その「課題」に対して「仮

説」を立てて、「観察・実験」を「計画」し、その結果を「考察」

して「結論」を導き出すという、探究の過程が身につきます。

また、学習の中で、「観察・実験」などに対する基本的な技能

が身についたり、自然の事物・現象を科学的に探究しようとす

る姿勢が育まれたりすることでしょう。

理科の学習をしたあと、理科の見方・考え方をはたらかせ、

自分たちのまわりの世界を多面的に見ることができる、そんな

子どもたちを先生方と一緒に育てたいというのが、私たち教育

出版の願いです。ご高覧いただき、ありがとうございました。
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グローバル化や高度情報化に伴って、これまでの社会の仕組みが変化し、人々の生活や職業の内容が変

わりつつあります。その中で生きていく子どもたちが、未来に向けてよりよい社会を創っていくために、

子どもたちが主体性をもって、能動的に自ら学び、自ら考えて課題を解決に導き、さらに、新たな価値を

創造していくことを可能にするような教育が求められています。特に、急速に進化するデジタル革命や科

学技術の進歩の基盤をなす理科教育においては、教育改革による成果に期待がもたれています。

今回の教科書の作成にあたっては、それらの期待に応えるべく、さまざまな工夫を行いました。課題や

問題を見つけ出し、既存の枠にとらわれずに自分を外へと拡張して、解決に向けて取り組んでいく。新し

い教科書が、生徒たちの学ぶ意欲を引き出し、その結果として、高度な科学的素養を身につけることに役

立つことを願っています。

1947年埼玉県生まれ。お茶の水女子大学理学部生物学科卒業。東京大学大学院医学系研究科博士課程

修了（医学博士）。専門は、細胞生物学、生化学、科学教育。

2015年から2021年まで、お茶の水女子大学の学長を務める。お茶の水女子大学名誉教授。主な著書と

して、『ストレスの生物学』、『図解 生命科学』（以上、オーム社）などがある。また、児童文学作家と

して『生物はみなきょうだい』、『こぐま園のプッチー』（以上、冨山房インターナショナル）などの著書

でも知られる。

略 歴

監修者 室伏きみ子
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https://www.kyoiku-shuppan.co.jp

室伏きみ子
養老孟司
北原和夫
小林快次
丸山茂徳
稲田結美
庵原　仁
岡部　舞
岡本英治
奥田宏志
尾関俊浩
片平克弘
⻆屋重樹
金子真也

お茶の水女子大学名誉教授・元学長

東京大学名誉教授

東京工業大学名誉教授・国際基督教大学名誉教授

北海道大学教授

東京工業大学名誉教授

日本体育大学教授

市川中学校・高等学校教諭

大阪教育大学特任講師

広島大学附属福山中・高等学校

芝浦工業大学教授

北海道教育大学教授

筑波大学特命教授

広島大学名誉教授

東京学芸大学附属竹早中学校教諭

上條唯志
川上紳一
川﨑弘作
木下博義
工藤　諭
後藤顕一
小関純一
境　智洋
鈴木一成
鈴木達見
薗部幸枝
髙橋弘義
玉木昌知
仲田崇志

芝中・高等学校教諭

岐阜聖徳学園大学教授

岡山大学准教授

広島大学教授

東京都立両国高等学校附属中学校教諭

東洋大学教授

桐朋女子中学校・高等学校

北海道教育大学教授

東洋大学教授

至学館大学教授

元お茶の水女子大学附属中学校教諭

東京都あきる野市立秋多中学校教諭

広島県三次市立塩町中学校教頭

北海道大学講師

中村依子
中山　迅
中山雅茂
西元進哉
野添　生
松浦拓也
松本節夫
宮下　治
森　　厚
森　健一郎
山田直樹
柚木朋也
横山広美
教育出版株式会社

愛媛大学准教授

宮崎国際大学教授

北海道教育大学准教授

芝浦工業大学附属中学高等学校教諭

宮崎大学教授

広島大学准教授

元芝中・高等学校教諭

日本女子大学特任教授

桜美林大学教授

北海道教育大学教授

海城中学高等学校教諭
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