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１ 校庭の植物を観察していた一郎さんは，同じ種類の植物が，似た生活環境に生育しているこ

とに気付きました。そこ

で，特に校庭に多く見ら

れるオオイヌノフグリ，

ゼニゴケ，タンポポを観

察して，生活環境と生育

する植物の関係を調べる

ことにしました。

(1) 図１，図２は，一郎さんがオオ

イヌノフグリを最初にスケッチし

たものと，先生からアドバイスを

もらった後にかき直したスケッチ

です。一郎さんが最初にスケッチし

たのは，図１，図２のどちらでしょ

うか。また，どのようなアドバイス

をもらったのでしょうか。２つ答え

なさい。

(2) 図３は，一郎さんが観察したオオ

イヌノフグリ，ゼニゴケ，タンポポ

の分布についてまとめたレポートで

す。

ゼニゴケが多く見られた生育場所

の特徴について，一郎さんは（ ）

に，どのように書けばよいでしょう

か。オオイヌノフグリ，タンポポの

例にならって書きなさい。

図３

「校庭の植物の観察｣ 4月1３日(金) 晴れ

１年３組１１番 熊本一郎

目的 生活環境と生育する植物の関係を調べる。

準備 ルーペ，植物図鑑，校内地図，筆記用具

方法 オオイヌノフグリ，ゼニゴケ，タンポポに着目し，生

育する場所を地図に記録し，日当たりや土のしめり具

合を調べる。

結果 ｵｵｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ，ゼニゴケ，タンポポの分布図

植物 多く見られた生育場所の特徴

ｵｵｲﾇﾉﾌｸﾞﾘ 日当たりがよく，しめっている。

ゼニゴケ （ ）

タンポポ 日当たりがよく，乾燥している。

まとめ 結果から次のように考えた。

図１ 図２

オオイヌノフグリ ゼニゴケ タンポポ
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(3) 一郎さんは，調べたことを，次のようにレポートにしてまとめました。文中の（ ）

に入る適切な言葉を書きなさい。

まとめ 結果から次のように考えた。

・植物は，その場所の日当たりや土のしめり具合など，環境によって生育している種

類が違う。

・植物は，水の取り入れ方や体のつくりの特徴などから，それぞれに（ ）

で多く生育している。

・タンポポは，日当たりが悪い場所にも生育しているが，日当たりがよい場所の方が

成長がよい。

(4) ゼニゴケをくわしく観察すると，図４のようにはっきりした根

も見られないことや(2)のような場所に生育していることから，一

郎さんは，ゼニゴケの水の取り入れ方がオオイヌノフグリやタン

ポポと違うのではないかと考えました。一郎さんは，ゼニゴケが，

水をどこから取り入れていると考えたか書きなさい。

図４

(5) さらに，一郎さんは，まとめの下線部から，植物の成長には日光の当たり方が関係し，光

に多く当たったタンポポの葉の方が，光に当たらないタンポポの葉より多くの養分をつくる

のではないかと考え，次のような実験をすることにしました。

実験方法

① 光によく当てたタンポポの葉と，一昼夜，暗所に置い

て光を当てなかったタンポポの葉を準備する。

② 図５のようにして，①のそれぞれの葉をお湯であたた

めたエタノールにひたして脱色する。

③ ある薬品を使って，②のそれぞれの葉について養分の

でき方の違いを調べる。 図５

③で使う薬品の名前を答えなさい。また，その結果，それぞれの葉はどのような色に変化

するか，簡単に書きなさい。

お湯

エタノール



- 3 -

(6) 一郎さんは(5)の実験の結果を踏まえて，次のようにノートにまとめました。

文中の（ア）～（オ）に入る，適切な言葉を書きなさい。ただし，（オ）は，「葉」及び

「光のエネルギー」という２つの言葉を使って答えなさい。

まとめ 「植物が養分をつくり出すしくみについて」

・植物は，図Ａに示したしくみによって自ら養分をつくり出している。このはたらき

を（ ア ）という。

図Ａ

・タンポポの葉の付き方を上から見てよく観察すると，

図Ｂのように葉がたがいに重なり合わないように広

がっている。これは，このような葉の付き方をして

いると，（ エ ）

という点で有利である。

図Ｂ

・日当たりがよい場所に生育するタンポポの方が，日当たりが悪い場所のタンポポよ

りも，成長がよいのは，（ オ ）を

つくり出す量に違いがあるからだと考えられる。

（ イ ）＋（二酸化炭素）→（ ウ ）＋ （ 酸素 ）

光のエネルギー
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２ 学校の遠足で河原に出かけた由美さんは，河原の北側と南側に見えるそれぞれの地層が似て

いることに気付きました。地層のでき方に興味をもった由美さんは，後日，河原へ出かけて，

それぞれの地層をくわしく観察することにしました。

(1) 由美さんは，地層の観察に出かける際に，筆記用具，ハンマー，記録用紙，作業用の軍手，

地層をけずるためのスコップを準備しました。あなたならこの他に，どのようなものを準備

しますか。図１から２つ選び，それらを準備する理由も答えなさい。

［筆記用具］ ［ハンマー］ ［顕 微 鏡］ ［補虫あみ］ ［ルーペ］

[記録用紙] ［軍 手］ [スコップ] ［巻き尺］ ［ビーカー］ ［温度計］

由美さんが準備したもの 図１ 他に準備するもの

河原

南 側北 側
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河原に着くと，それぞれのがけで次のような地層を観察することができました。

由美さんの観察記録

[地層①]どろ・灰色

[地層②]土・黒っぽい色

［地層③]どろ・灰色

［地層④］砂（貝の化石）・黄色っぽい灰色

[地層⑤]丸みをもったれき・灰色

［地層⑥］どろ・灰色

［地層⑦］土・黒っぽい色

［地層⑧］どろ・灰色

［地層⑨］砂・黄色っぽい灰色

[地層⑩] 丸みをもったれき・灰色

由美さんは，北側のがけの地層①～⑤に含まれる土砂のサンプルを学校へ持ち帰り，各地層

の中に入っている土砂の粒の形や大きさに注意してスケッチすることにしました。スケッチを

しながら由美さんは，地層②を除いて土砂に含まれるれきや砂が丸みを帯びていることに気付

きました。

地層の土砂のスケッチ

【地層①と③】 【地層②】 【地層④】 【地層⑤】

河原の北側のがけ

河原の南側のがけ



河原の南側のがけからは，地層（ ア ）から貝の化石が見付かると思います。

その理由は，（ イ ）からです。

また，貝の化石が現在，陸上で見られるのは，（ ウ ）

からです。
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水そう

水

(2) 河原の石が丸かったことを思い出した由美さんは，

地層のでき方は，流れる水のはたらきに関係があるの

ではないかと考えました。

そこで，図２のような装置を使い，実験をしました。

図３は，この実験の結果をスケッチしたものです。土

砂の積もり方の特徴について分かることを書きなさい。

ただし，砂とどろは，それぞれ次のようにかいてあり

ます。

砂･･･ どろ･･･ 図３

(3) 由美さんは，河原の北側の地層④に貝の化石があったことから，河原の南側の地層からも

貝の化石が見付かるのではないかと考えました。また，海の中で生活している貝が，化石と

なって，現在，陸上で見られる理由を考えました。次の文中の（ア）～（ウ）に入る適切な

地層の番号や言葉を書きなさい。

由美さん

(4) 由美さんが地層②をくわしく観察すると，多数の穴が空いた角ばったれきでできており，

手触りがざらざらしていることが分かりました。地層②は，どのようにしてできたと考えら

れるか書きなさい。

(5) 由美さんは，調べた結果から，河原の地層やそれらの地層のでき方について次のようにま

とめました。文中の（ア）～（ウ）に適切な言葉を書きなさい。

(6) 南側のがけのスケッチから由美さんは，過去に大きな地震が起こったのではないかと考え

ました。そのように考えた理由を簡単に書きなさい。

実験方法

① 水を流し，砂とどろを流す。

② しばらくしてから，もう一度同じように水を流して砂とどろを流す。

③ 水そうを動かさずに，水そうの中の様子を静かに観察する。

砂とどろ

と い

・北側の地層と南側の地層は，（ ア ）だからつながっている。

・地層は，（ イ ）や（ ウ ）活動のはたらきでつくられた。

・地震や（ ウ ）活動などのはたらきで地層や土地のつくりは変化する。

図２

まとめ
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発泡入浴剤

お 湯

３ 発泡入浴剤を入れた風呂に入った一郎さんは，パッ

ケージを見て，発砲入浴剤から発生する気体は，二酸

化炭素で，水に溶け込むことによって，血行がよくな

り，疲れがとれたり，体が温まる効果があることが分

かりました。

一郎さんは，図１のように二酸化炭素についてノー

トにまとめてみると，二酸化炭素がいろいろなところ

で使われたり，日常生活に関連があることに気付きました。そこで，二酸化炭素の性質につい

て調べてみることにしました。

(1) まず，発泡入浴剤を使って，図２のような装置

で二酸化炭素を集めることにしました。発生した

二酸化炭素を試験管に集めるにはどのようにすれ

ばよいでしょうか。解答用紙の図中に必要な器具

をかき加えて装置を完成させなさい。

(2) (1) のような気体の集め方を何というか書きなさい。

(3) 次に，二酸化炭素が冷えて固体になった１㎝角程度のドライアイスを空気の入っていない

ポリエチレンの袋に入れておくと，ドライアイスが直接，気体になり袋がパンパンにふくら

みました。図３は，一郎さんが実験の結果をまとめたものです。二酸化炭素が気体になって

パンパンにふくらんだ袋の中の様子を，粒子を使ったモデルで完成させなさい。

二酸化炭素

発泡入浴剤

ドライアイス

炭酸飲料

呼吸

燃焼

温暖化

一郎さんのノート

図１ 日常生活と二酸化炭素の関係

図３ 二酸化炭素の粒子モデル

図２ 二酸化炭素を集める装置

ドライアイス（固体） 気体

ポリエチレンの袋
ドライアイスの粒子
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酸素 二酸化炭素 水素 アンモニア

酸素 二酸化炭素 水素アンモニア

酸素二酸化炭素 水素

酸素 水素

一郎さんは，二酸化炭素以外の気体についても調べてみたくなり，身の回りのものを使って

いろいろな気体を発生させる方法を調べました。表１は，気体名とその発生方法をまとめたも

のです。

表１ 身の回りのものを使った気体の発生方法

気体名 酸素 二酸化炭素 水素 アンモニア

発生方法 ･細かく切ったジャガイモに ・ふくらまし粉（ベーキングパ ・鉄くぎにうすい塩酸を ･アンモニア水を加

オキシドールを加える。 ウダー）に食酢を加える。 を加える。 熱する。

(4) 表１の気体を集めるとき，安全面で気を付けなければならないことを，２つ書きなさい。

(5) 一郎さんは，図２の二酸化炭素の集め方を参考にアンモニアを集めようとしましたが，う

まく集めることができませんでした。なぜ，うまくいかなかったのか，アンモニアの性質を

もとに説明しなさい。また，どのようにすればアンモニアを集めることができるか気体の集

め方の名称を書きなさい。

一郎さんは，表１の発生方法を参考に，酸素，二酸化炭素，水素，アンモニアを試験管に集

めました。しかし，試験管にラベルをはっていなかったので，どれがどの気体か分からなくな

りました。そこで，図４のように気体の性質を利用して，それぞれの試験管にどの気体が入っ

ているのか調べることにしました。

図４ 気体を調べる操作手順表

(6) 図４の操作アでは，どのような操作をすればよいか，操作手順の中から操作方法を選び，

ａ～ｃの記号を書きなさい。

(7) 操作イとして酸素と水素を区別するため，火を使う方法以外に，あなたなら２つの気体の

どのような性質の違いを利用しますか。考えを書きなさい。

それぞれの気体に水でぬらした赤色リトマス紙を近付

ける。

赤色のリトマス紙→青色 変化なし

操作ア

操作手順

ａ それぞれの気体に

石灰水を加える。

ｂ それぞれの気体に

ヨウ素液を加える。

ｃ それぞれの気体に

水でぬらした青色リト

マス紙を近付ける。

操作イ
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４ 節電に心がけて生活している由美さんは，近ごろ，交通信号機や駅の大型ディスプレーなど，

電球のかわりに発光ダイオードが使われているものが多くなったことは，節電と関係があるの

ではないかと考えました。そこで，豆電球と発光ダイオードの電気の使われ方について比較し

ようと考え，手回し発電機を使って，次のような実験を行うことにしました。

発光ダイオードを使った交通信号機や大型ディスプレー

由美さんのノート

実験方法

・ 豆電球と発光ダイオードを手回し発電機にそれぞれつなぎ，時計回りにハン

ドルを回す。

結果

・ 手回し発電機を回路につないで，ハンドルを回すと，豆電球や発光ダイオー

ドを光らせることができる。

・ ①ハンドルを速く回すほど，豆電球の光が明るくなった。

・ ②ハンドルを回す手ごたえは，豆電球の方が重かった。

豆 電 球 発光ダイオード
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コンデンサー

(1) 結果の①から，由美さんは手回し発電機のはたらきについて，次のようにまとめました。

（ア），（イ）に適切な言葉を書きなさい。

「手回し発電機には，電気を（ ア ）はたらきがあり，そのはたらきはハンドルを

速く回すほど（ イ ）電気を（ ア ）ことができる。」

結果の②から，由美さんは豆電球と発光ダイオードで

は電気の使われ方に違いがあるのではないかと考え，電

気をたくわえることができるコンデンサーを使って，さ

らに次のような実験を行うことにしました。

図１ コンデンサーに電気をたくわえる方法

実験方法

① 手回し発電機にコンデンサーをつなぎ，手回し発電機のハンドルを５０回

まわして電気をたくわえる。

② コンデンサーに豆電球をつなぎ，明かりがついている時間を調べる。

③ ①と同様にして，コンデンサーに電気をたくわえる。

④ 発光ダイオードをつなぎ，明かりがついている時間を調べる。

実験結果 表１ 明かりがついていた時間

１回目 ２回目 ３回目

豆電球 １０秒 １０秒 １０秒

発光ダイオード ４分５３秒 ４分５４秒 ４分５４秒

(2) 上の実験結果の表１から，由美さんは豆電球と発光ダイオードの電気の使われ方の違いに

ついて，次のようにまとめました。（ア），(イ)に適切な言葉を書きなさい。

コンデンサーにたくわえられた同じ量の電気でも，明かりがついていた時間は

（ ア ）の方が長いことから，（ ア ）の方が電気の使われ方が（ イ ）。

(3) 身の回りの電気器具を発光ダイオードに取り替えることによって，あなたが節電に役立つ

と思うものを答えなさい。ただし，「交通信号機」と「大型ディスプレー」以外のものを，

１つ書きなさい。


