
１年：噴火する桜島（鹿児島県鹿児島市）／サクラの枝に止まるメジロ／海岸に打ち上げられた氷「ジュエリーアイス」（北海道
豊頃町）／プロジェクションマッピングにより映像を投影した建物（大阪府大阪市）

２年：朝日に照らされて輝く氷の結晶（北海道美瑛町）／日光が当たった宮島のモミジの葉（広島県廿日市市）／電極と金網の間
を飛ぶ火花／たき火の炎

３年：サンゴ礁にすむ生物（沖縄県座間味村）／ジャンプするスケートボーダー／百武すい星（1996 年，静岡県水窪町，現在の
浜松市で撮影）／カンガルーの親子（オーストラリア）

教科書紙面デジタルデータ

動画データ

教科書図版デジタルデータ

NHK for school の動画クリップへのリンク

　表紙は，探究のマークを意識した，丸を基調にしたデザインで構成しています。各学年の内容と
関係のある，各領域の事物や現象の写真を掲載し，生徒が，理科の学習に興味をもてるようにして
います。

　教師用指導書は，教科書に対応し
た学習指導編（第１学年，第２学年，
第３学年）と総説編で構成します。
また，学習指導編は，教科書の縮刷
と解説を掲載した学習指導編（授業
の展開）と，評価基準や観察・実験
の詳しい解説をまとめた学習指導編
（学習評価／観察・実験）の２分冊
とします。

授業の展開：日ごろの指導に役立つように，教科書の縮刷と対応さ
せて１時限ごとの授業の展開例や記述の解説を掲載します。
学習評価／観察・実験：評価計画のもととなる評価基準や観察・実
験の詳しい解説を中心に構成します。

デジタル資料集（DVD‒ROM）：教科書紙面デジタルデータ，教科
書図版デジタルデータ，動画データ，NHK for school の動画クリッ
プへのリンク，評価問題などを収録予定です。

学習指導編（各学年２分冊，デジタル資料集〈DVD‒ROM〉付）

授業を円滑に進めるうえで必要となる
基礎知識（理科教育の現状と課題，教
科書の構成，学習指導計画の立案の方
法，試薬の調製の方法，廃液処理の方
法，評価の方法など）を掲載します。

CD‒ROM の収録内容（予定）

学習指導計画案，観点別評価基準表例

総説編　CD‒ROM付

現行の指導者用デジ
タル教科書のコンテ
ンツを統合・収録し
て，内容を充実させ
ます。

項目 （旧）平成 28年度版 （新）令和３年度版

判型 B5 判
（182 mm × 257 mm）

AB 変形判
（210 mm × 260 mm）

観察・実験・実習・観測の数 82 82

注意マークの数 155 183

危険マークの数 21 25

私のレポート・記録例の数 17 39

生徒キャラクターの数 150 611

「やってみよう」「参考」「チャレンジ」
の数（図実験の数） 54 108

発展的な内容の数 89 78

まなびリンク掲載箇所の数 ― 65

教師用指導書 ※構成および内容につきましては，今後，変更する可能性がございます。予めご了承ください。

デジタル資料集（DVD-ROM）に収録される予定の内容（例）

教師用指導書のご紹介 教科書に関するデータ

表紙のご紹介
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１章　物質の区別 7時限

 ● 見た目だけでは区別がしにくい白色の粉末を
区別する方法を見いだす。

 ● 加熱器具の使い方を身につける。

話し合い 料理をするときに使うさまざまな物
質（図3，図4）

 ● 料理の材料について，食材や調味料があるこ
とを伝え，物質という観点を意識させながら，
料理の材料の中には，砂糖や食塩，かたくり
粉などの白色の物質もあることを見いださせ
る。

 ● 砂糖と食塩，かたくり粉には，見た目が白色
の物質であるという共通点がある一方で，料
理で使用する際，まちがえて使用すると味が
変わってしまうことを想起させ，性質にちが
いがあることを意識させる。

話し合い 見た目が白色の物質（話し合おう）
 ● 見た目では判断しにくい物質を見分けるため
には，どうすればよいのかという問題を見い
ださせる。

 ● スプーン上の白色の物質に着目させるととも
に，例えば，粉砂糖では，よりかたくり粉と
見分けるのが難しくなることを想起させても
よい。

話し合い 見た目では判断しにくい物質を見
分ける方法（話し合おう）

 ● 実験では，性質がわかっていない物質を使う
ことがあることから，味を調べたり，手触ざ
わりを調べたりできないことを伝え，それ以
外の方法について考え，話し合うように伝える。

 ● 食塩やコーヒーシュガー（砂糖）が水に溶け
ることを想起させる。

 ● ものが燃えるときには，空気中の酸素の一部
が使われて，二酸化炭素ができることを想起
させる。

 ● 植物体を燃やしたときの変化について想起さ
せる。

 ● 片栗粉が何からつくられているかということ
にも触れる。

 ● 有機物と無機物に関する事象にすすんで関わ
り，砂糖や食塩，片栗粉の区別について調べ
ようとする。〔行動観察／ 態度〕

本 時 の ね ら い

本 時 の 展 開

評 価

るが，コメのデンプン粒は，数µmである。デ
ンプンは吸湿性が強く，風乾状態で20％の水
分を含み，湿った空気中では35％の水分を吸
収する。

4 話し合おう

　教科書p.82で示した写真はかたくり粉であ
る。かたくり粉は砂糖や食塩に比べると粒が細
かく見えるので，日常的に料理をする生徒であ
れば，この写真を見ただけでもかたくり粉と判
断できることもある。その場合，例えば，砂糖
の種類を粉砂糖に変えたり，食塩をすりつぶし
たものを用意したりすると，見た目だけでの判
断が難しくなってくる。
 ここでは，見た目での判断も大切であるが，
さらに詳しく調べていくために，それぞれの物
質を言い当てるためにはどうすればよいのかを
話し合わせるなど，生徒の思考や発言に合わせ
て問いかけを変更し，課題につなげるようにし
たい。

5 仮説を立てる

　生徒は，小学５年のときに，食塩や砂糖，ミ
ョウバンなどは，水にとかすと水溶液になるこ
とや，小学６年のときに，ろうそくや植物から
できているものが燃えるときには，空気中の酸
素の一部が使われて二酸化炭素ができることな
どを学習している。この他にも，ヨウ素液を使
うとデンプンウがあるかどうかを調べることが
できることや，生活経験から，砂糖を加熱する
としだいにとけてあめ状（べっこうあめ）にな
ったり，焦げたりすることなど，さまざまな意
見や考えが出てくることが想定される。ここで
の発言をもとに，教科書84ページの実験の計
画につなげていくとよい。

本文の解説

1 砂糖

　　菓子・料理などに多く使われている甘味料
である。ショ糖を主成分とし，サトウキビ（甘
蔗）やサトウダイコン（甜菜）などから精製し
てつくられる。
　砂糖の主成分であるショ糖は，融点が185℃
だが，160 ～ 170℃でとけてあめ状になり，さ
らに加熱すると，カラメルに変化する。また，
ショ糖は水によくとける。
　市販の砂糖は，製法によって大きく含蜜糖と
分蜜糖（精製糖）の二つに分類される。含蜜糖
は糖蜜分を含んだまま結晶化したもので，黒砂
糖（黒糖）に代表される。分蜜糖は糖蜜分を取
り除いて結晶化したもので，ざらめ糖（グラニ
ュー糖や白ざら糖など）と，車糖（上白糖や三
温糖）などがある。

2 食塩

　食用の塩として調味料に使われている。塩化
ナトリウムが主成分であるが，市販されている
ものには普通，マグネシウム塩やカルシウム塩
などが少量含まれている。
　食塩の主成分である塩化ナトリウムは，融点
が801℃で，水に溶けるが，温度による溶解度
の変化は小さい。
　

3 かたくり粉

　かたくり粉は，もともとユリ科の多年草であ
る，カタクリの鱗茎に蓄えられたデンプンから
つくられていた。しかし，精製量が少ないため，
現在は主にジャガイモのいもに蓄えられたデン
プンからつくられている。
　デンプンを顕微鏡で観察すると，原料によっ
て形や大きさが異なっており，例えばジャガイ
モのデンプン粒は，直径が約0.1 mm前後であ
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　ばねを引く力の大きさを変えてばねの伸びを
測定し，力の大きさとばねの伸びとの関係を確
かめる。

・つるまきばね　　　　　　・ばね実験用指標
・10gのおもり（５） 　・スタンド
・グラフ用紙　　　　　　　・ものさし
・大型のゼムクリップ（2）
▶大型のゼムクリップは，図のようにして，つ
り金具とする。

実験装置を組み立てる

1つるまきばねに指標をつり下げ，指標ともの
さしの0目盛りとが同じ高さになるようにスタ
ンドに取りつける。
▶このようにしておくと，読み取った値がその
ままばねの伸びとなる。
おもりをつるしてのびを測定する

2おもりを1個，2個，3個，…とつるしてい
き，ものさしと視線が垂直になるように注意し
て，それぞれのときの指標が示す値を読み取り
表に記録する。
▶読み取るときに，ばね実験用指標ではなく，
おもりの下端の部分を読み取る生徒がいるので
注意させる。
▶ばねに大きい力を加えすぎると，弾性限界を
超えて，ばねが元の形に戻らなくなる。つるす
おもりの個数をあらかじめ決めておき，決めた
個数以上のおもりをつるさないよう注意させる。

（1）測定したデータを表に記録する。
【記録例】

・つるまきばね（線径0.4mm，巻径8mm，長
さ2.5cm），おもり（10g）

おもりの個数〔個〕 0 1 2 3 4 5

力の大きさ〔N〕 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ばねの伸び〔cm〕 0 1.1 2.3 3.3 4.5 5.6

（2）データをもとに，横軸に力の大きさ〔N〕，
縦軸にばねの伸び〔cm〕をとって，グラフに
表す。
▶教科書p.107の「グラフの表し方」を参照さ
せる。
▶プロットしたそれぞれの点から離れすぎない
ように，原点を通る直線を引く。

　
　グラフが原点を通る直線になることから，ば
ねの伸びは，ばねを引く力の大きさに比例する
と考えられる。
　
　ばねの伸びがばねを引く力の大きさに比例す
ることについて，生徒はある程度予想している。
しかし，ばねの長さを変えたり，ばねの輪の大
きさ（巻径）を変えたりすると比例しなくなる
と考えている生徒も多いので，具体的に実験さ
せるとよい。

ねらい

準 備

方 法

結果と処理

考 察

研 究

●長さの異なるばねを使った場合

　準備と方法は実験５と同様であるが，実験を
行う場合は以下の点に注意させる。
・ 長いばねを使う場合には，スタンドを実験台

の端に置くなどし，複数のおもりをつるして
もその下端が実験台の上につかないようにす
る。このとき，スタンドが実験台から落下し
ないように十分注意させる。
・ おもりをつるしていないときのばね実験用指

標が実験台と同一平面上になるようにする
と，ばねの伸びが測定しやすい。

　
【記録例】

・ばねA（長さ15.3cm），おもり（10g）

おもりの個数〔個〕 0 1 2 3 4 5

力の大きさ〔N〕 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ばねの伸び〔cm〕 0 0.8 6.6 13.7 21.7 27.5

おもりの個数〔個〕 6 7 8 9 10

力の大きさ〔N〕 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

ばねの伸び〔cm〕 34.7 42.0 48.2 54.5 62.9

・ばねB（長さ14.2cm），おもり（10g）

おもりの個数〔個〕 0 1 2 3 4 5

力の大きさ〔N〕 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ばねの伸び〔cm〕 0 0.6 1.8 4.6 8.0 12.0

おもりの個数〔個〕 6 7 8 9 10

力の大きさ〔N〕 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

ばねの伸び〔cm〕 16.2 20.6 24.6 28.6 32.8

　
　グラフから，ばねには初張力があることがわ
かる。このため，初めは比例しないが，そのあ
とは直線となり，ばねの伸びはおもりの数，す
なわち力の大きさに比例することがわかる。
▶実験５で用いたばねは初張力を除いてあるた
め，ほぼ原点を通る直線のグラフとなる。

●輪（巻径）の大きいばねを使った場合

　

【記録例】

・ばね（巻径3cm），おもり（10g）

おもりの個数〔個〕 0 1 2 3 4 5

力の大きさ〔N〕 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ばねの伸び〔cm〕 0 0.9 3.6 6.7 9.1 11.7

　
　グラフから，初張力の影響がある初めの部分
を除き，ばねの伸びは力の大きさに比例するこ
とがわかる。

結 果

考 察

結 果

考 察
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実験6 力の大きさとばねののびの関係を調べる

学習指導編の紙面

授業の展開

学習評価／観察・実験

※製作中のイメージです。

※開発中のイメージです。

この教科書は，これからの日本を担う皆さんへの期待をこめ，税金によって無償で支給されています。
大切に使いましょう。

色覚の個人差を問わず，より多くの
人に見やすいカラーユニバーサルデ
ザインに配慮しています。

このマークの付いているところは，
この学年の学習指導要領に示されて
いない内容です。全ての生徒が一律
に学習するものではありません。

学習に役立つ情報をウェブサイトで
見ることができます。

環境にやさしい再生紙と植物油イン
キを使用しています。また，生徒が
使用する教科書の印刷においては，
バイオマスで発電されたグリーン電
力を使用します。

見やすく読みまちがえにくいユニ
バーサルデザインフォントを使用し
ています。
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バーサルデザインフォントを使用し
ています。

年　　 組

上／サンゴ礁
しょう

にすむ生物（沖縄県座
ざ

間
ま

味
み

村
そん

）

下右／ジャンプするスケートボーダー

下中／百
ひゃく

武
たけ

すい星
（1996年，静岡県水

みさ

窪
くぼ

町
ちょう

，現在の浜
はま

松
まつ

市で撮
さつ

影
えい

）

下左／カンガルーの親子（オーストラリア）

表紙の写真

先生方・保護者の皆様へ　～この教科書について～
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