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１ まさみさんは，休日に熊本城でのスタンプラリーにでかけ

ました。入り口で熊本城とくまモンのスタンプを押しました。

押す時，熊本城のスタンプはくまモンのスタンプより，さら

に力を加えなければきれいにうつらないことに気付きました。そこで，まさみさんは２つのス

タンプと押す力の関係を調べることにしました。

熊本城のスタンプ くまモンのスタンプ

(1) 上の図は，スタンプの実際の大きさを示しています。何の違いによって２つのスタンプを

押す力が変わるのか書きなさい。

そこで，スタンプに加える力の大きさと(1)の２つのスタンプの違いとの関係を調べるため

に，次のような実験をしました。

① 図１のように，水１Ｌ（リットル）の水をいっぱいに入れた容器の下に図２のように

５種類の板を使って装置を組み立てる。ただし，水１Ｌは，１０００ｇとする。

② 容器の沈み具合から，それぞれの板におけるスポンジのへこみ方を測定する。

図１ 図２ ５種類の板

水１Lの水をいっぱいに入れた容器

板

９ ㎝
２

スポンジ

1 6 ㎝
２ 2 5 ㎝

２

3 6㎝
２ 4 9 ㎝

２

ものさし
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(2) 図３は，図１の装置を真横から模式的に表したものである。図３につ

いて，容器にはたらく下向きの力（重力）の大きさを矢印で表しなさい。

ただし，１０ N の力を１ｃｍとし，容器自体の重さは考えないものと

し，作図に必要となる補助線もすべて残しなさい。

(3) まさみさんは，実験の様子を観察していると，スポンジがへこんでい

ることが分かりました。この一定面積（１ｃｍ２または１ｍ２
）あたりの

垂直にはたらく力を何と言うか書きなさい。

(4) まさみさんは，それぞれ５回測定して平均をとり，表１のようにまとめました。

【実験結果】 表１ 板の面積とスポンジのへこみ方

板の面積（ｃｍ２） ９ １６ ２５ ３６ ４９

スポンジのへこみ方（ｃｍ） ３．０ ２．０ １．５ １．０ ０．５

この実験において，面積が９ｃｍ２のときと４９ｃｍ２のときの(3)の力を計算しなさい。

ただし，小数第２位を四捨五入して，小数第１位まで求めること。

(5) (3)の力は，Ｐａ（パスカル）という単位でも表すことができます。面積が２５ｃｍ２の時

の(3)の力をＰａで表しなさい。

(6) この実験の結果を基に，まさみさんはスタンプを押す力の大きさの違いについて次のよう

にまとめました。根拠を明確にして，つづきを完成させなさい。

【まとめ】

熊本城のスタンプがくまモンのスタンプと違って，大きな力を加えなければいけなか

ったのは，

(7) 今回の実験から(3)の力の大きさは，「加える力の大きさ」と「面積」が関係すると考え

られます。次のア～カは，日常生活の中で，これらの関係を活用しているものです。このア

～カを，これらの関係を基に２つのグループに分けなさい。また，その理由についてそれぞ

れ説明しなさい。

ア イ ウ エ オ カ

画びょうの先 スキー板 ホッチキスの針 縫い針 ピアノの脚にしく板 キャタピラ
ぬ

図３
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課題：酸化銀をつくる銀と酸素は，
一定の質量の割合で化合しているのだろうか。

前時の学習 １ 実験 ２ 予想

○銅と酸素は，一定の
質量の割合で化合する。

○銅と酸素は，４：１の質量
の割合で化合する。

○一定の割合で化合する。
○一定の割合ではない。
○銅と酸素の場合とは

異なる割合になる。

３ 結果

ノートに表を書いて
記録する。

全体の色が変わったら
加熱をやめる。

２ あきらさんは，銅と酸素が一定の割合（質量比４：１）で化合することを学習しました。そ

の後の授業で，酸化銀の熱分解について学習し，銀と酸素も一定の割合で化合しているかどう

かを調べることになりました。下の黒板を見て，次の問いに答えなさい。

黒板

あきらさんのノート

復習 銅と酸素は一定の質量の割合（４：１）で化合する。

課題

２ 予想 銅と酸素の場合とは異なり，一定の割合で化合しないかもしれない。

１ 実験

銀と酸素は一定の質量の割合で化合しているのだろうか。

（※教科書の図で準備）

（※表を書いておく）３ 結果

・グラフに表す

４ 考察

酸
素
の
質
量
（
ｇ
）

銀の質量（ｇ）
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・グラフに表す ４ 考察（分かったことをまとめる）

○銀と酸素は，

○

銀の質量（ｇ）
目盛りを記入

酸
素
の
質
量
（
ｇ
）

(1) ３．０ｇの酸化銀を加熱した時，得られる銀は３．０ｇより重くなりますか，軽くなり

ますか。また，その理由を書きなさい。

(2) あきらさんは，１．５ｇ，３．０ｇ，４．５ｇ，６．０ｇの酸化銀を加熱して，新しくで

きる銀と酸素の質量を調べました。実験結果をノートに記録するためには，どのような表に

すればよいですか。その表をかきなさい。

ただし，結果を書くところは空白にしておくこと。

(3) ノートに記録した実験結果をグラフに表すと，右

図のようになりました。分かったことを，次の言葉

に続けて書きなさい。

「 銀と酸素は， 」

授業後，あきらさんは２つの物質をいろいろな比で混合して

も，一定の比で化合するのか疑問をもちました。

そこで，右図のよう

な装置で水素と酸素を

混合し，化合実験を行

いました。

水
素
２
目
盛
り

と

酸
素
３
目
盛
り

水
素
２
目
盛
り

と

酸
素
２
目
盛
り

水
素
２
目
盛
り

と

酸
素
１
目
盛
り

水
素
２
目
盛
り

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

水 水 水
水

目
盛
り

水

火
花
が
出
る
と
こ
ろ

水
素
と
酸
素
の
混
合
物

水
そ
う水※実験は，市販の安全性の

高いものを使用し，先生の

立ち会いのもと行う。

０ １ ２ ３ ４ ５ ６

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

０

酸
素
の
質
量
（
ｇ
）

銀の質量（ｇ）
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Ａ～Ｄのそれぞれを点火したところ，右図のようにＢは爆発音がして気体が残

りませんでした。先生から，「水素と酸素は２：１の体積の割合で化合し，水にな

る。」と教えていただき，この反応を次の模式図で表しました。

(4) 上の図を参考にして下のように化学反応式をかきましたが，先生から「この反応式には，

誤りがあります。」と言われました。式を訂正して正しい反応式にしなさい。

あきらさんがかいた化学反応式： ４Ｈ２ ＋ ２Ｏ２ → ４Ｈ２Ｏ

(5) あきらさんは，先生の模式図を

参考に，Ｃの実験を右のように示

しました。 に入るモデル図を

かきなさい。

(6) 問い(5)のモデル図を参考にして，Ａ，Ｃ，Ｄの実験結果を次のア～キから選びなさい。

ア 水素が１目盛り残った。 イ 水素が２目盛り残った。 ウ 水素が３目盛り残った。

エ 酸素が１目盛り残った。 オ 酸素が２目盛り残った。 カ 酸素が３目盛り残った。

キ 気体は残らなかった。

(7) これらの実験結果から，あきらさんは次のようにまとめました。 に当てはまる言

葉を書きなさい。

いろいろな質量（体積）比で２つの物質を混合して化学変化を起こしても，

また，化合しなかった物質はそのまま残る。

点火後

Ｂ

水
水素分子

酸素分子

水分子
〈水素２目盛り分〉

〈酸素１目盛り分〉

〈液体の水〉

＋

＋

〈水素２目盛り分〉 〈酸素２目盛り分〉
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３ まゆさんは，焼き魚や鍋料理など和食の付け合わせと

して大根おろしがよく使われていることに興味をもちま

した。先生に尋ねると「昔から『大根おろしに医者いら

ず』という言い伝えもあります。その理由は，大根おろ

しと消化に関係があるからです。」と教えてくださいま

した。

(1) まゆさんは，消化について学校で学習したことを思い出しました。消化とはどのようなこ

とか説明しなさい。

まゆさんは，大根おろしのはたらきと消化の関係を調べるために次のような実験をしました。

【実験方法】

① デンプンのりを入れた試験管を２本準備し，片方の試験管には大根おろしの汁を，も

う一方の試験管には同量の水を加える。（図１）

② ２本の試験管を水（２０～２５℃）の入ったビーカーに１０分間入れる。（図１）

③ それぞれの試験管から中身を半分だけ取り出し，ヨウ素液を２，３滴加え，色の変化
て き

を見る。（図２）

④ 残りの溶液の入った試験管に沸とう石を入れ，それぞれベネジクト液を少量加え，加

熱して色の変化を見る。（図３）

図１ 図２ 図３

(2) この実験をすると，③の２つの試験管の結果が同じになりました。まゆさんにアドバイス

するつもりで，改善方法とその理由を答えなさい。

(3) 実験方法を見直したまゆさんは，間違っていたところを直して，もう一度実験を行うと，

次のような結果になりました。

【実験結果】

デンプンのり＋大根おろしの汁 デンプンのり＋水

ヨウ素液を入れる 変化なし 青紫色に変化した

ベネジクト液を入れて加熱する 赤褐色ににごった 変化なし

デンプンのり

と水
デンプンのりと

大根おろしの汁

温度計

ベネジクト液

沸とう石

大根おろし

ヨウ素液

温度計
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この結果を受けて，まゆさんは大根おろしのはたらきについて次のように考察をしました。

（ア）～(ウ)に入る適切な言葉を書きなさい。

【考察】

・ヨウ素液を入れた実験結果から，大根おろしの汁を入れた試験管は（ ア ）がなく

なった。

・ベネジクト液を入れた実験結果から，大根おろしの汁を入れた試験管は（ イ ）が

できた。

・この結果から，大根おろしの汁には，（ ウ ）が含まれていると考えられる。

(4) さらに大根おろしの効果について，先生は図４を見せながら次のように説明しました。

次の文中の（エ），（オ）に適切な言葉を書きなさい。

大根おろしは，今回の実験結果のはたらきだけではなく，

（ エ ）をアミノ酸に，（ オ ）を脂肪酸とモノグリ

セリドに変え，消化することを助けるはたらきもある。

(5) 先生から「消化された物質は，口から肛門まで運ばれていきまし

たね。」と聞いたまゆさんは，口から肛門までの食べ物の通り道を次

のようにまとめました。次の（カ）～（ク）に当てはまる器官を答

えなさい。 図４

口 → 食道 → （ カ ） → （ キ ） →（ ク ）→ 肛門

(6) まゆさんは学校で学習したことから，デンプンは体内のどこでどのように消化され，吸収

されるかをまとめました。次の（ ）に適切な言葉を書きなさい。

口から取り入れたデンプンは，（ ）のはたらきで

（ ）に入る。

(7) まゆさんは，さらに先生から「大根おろしは，毒を消すものとして昔から重宝されていま
ち よ う ほ う

した。また，ビタミンＣを始めとする各種栄養素もたくさん含まれています。」という話を

聞きました。この話や今回の実験結果から「大根おろしに医者いらず」という言い伝えがあ

る理由を次のように考えました。あなたの考えを，次の言葉に続けて説明しなさい。

「大根おろしに医者いらず」という言い伝えは，正しい。

そのわけは，
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海岸沿いの地層

４ 「大地の変化」の学習で先生が２つの山の図（図１，２）を見せて，「この２つの山はどの

ようにしてできたのかな。」と質問しました。けんたさんは，「富士山には火口があるから，

火山噴火によってできた山です。」と答えました。

(1) 富士山は円すい形の山として有名です。富士山をつくった主な火山噴出物を２つ答えなさ

い。

(2) エベレスト山のしま模様はでい岩で，海の生物のアンモナイトの化石が発見されることが

あると先生から説明がありました。このことから，エベレスト山をつくる地層が，ア：どの

地質年代に（年代），イ：どのような場所に堆積し（場所），ウ：どのような大地の変動に

よって（どのようにして），山がつくられたのか予想しなさい。

けんたさんは，休日に家族で天草地方の千巌山に登りました。次の日記は，「山がどのよう
せ ん が ん さ ん

にしてできたか」という学習を生かした観察記録です。

国道を天草方面に進むと，左の方向に大岳が見えました。近くの海岸にしま模様のはっき
お お た け

りした地層（下写真）が見えたので，大岳は地層でできていると予想しました。海岸の地層

に近付いて見ると，１つ１つの層の色や エ が違うので，しま模様がはっきり見え

ることが分かりました。また，地層の表面に化石が見えたので写真をとりました。

さらに進むと，左に三角岳が見えました。休憩中，近くの石をルーペで観察すると，角ば
み す み だ け

図１ 富士山（3,776 m） 図２ エベレスト山（8,848 m）

しま模様

三角岳の石に見られた鉱物の様子

左の方向に大

岳が見えてい

ます。
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った黒や白の鉱物が見られ， オ 組織であったので，マグマが カ 固

まってできた火山岩と考えました。このことから，三角岳は火山活動でできた山と考えまし

た。海の向こうには普賢岳が見え，山頂付近にはとがった溶岩が見えました。
ふ げ ん だ け

天草の千巌山の山頂での景色は絶景でした。山頂の大きな岩は砂岩でできており，千巌山

は海の地層でできていると考えました。

(3) 日記の中の エ に当てはまる語句を答えなさい。

(4) 日記の中の オ には，火山岩と決める手がかりとなる語句を， カ には，マグマ

の冷えた場所とマグマの冷え方について適切な言葉を入れなさい。

けんたさんは，途中で撮影した山の写真を先生に見せて，それぞれの山のでき方を予想し，

先生に話しました。

大岳 普賢岳（ 1,359 m ）

(5) 大岳は，地層でできていると予想しましたが，先生によると古い（昔の）火山だそうです。

けんたさんはなぜ火口が見られないのに火山なのか不思議に思いました。火口が見られない

理由を書きなさい。

大 岳
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けんたさんは夏休みに，家族で鹿児島の

開聞岳に登る予定です。けんたさんがインター
か い も ん だ け

ネットで開聞岳について調べたところ，右図の

ような美しい形をした山であることが分かりま

した。

開聞岳と普賢岳の写真から，山の形を鉛筆で写して比べると，山の形が大きく異なることに

気付きました。

(6) 開聞岳も普賢岳も火山活動によってできた山です。上の図のように，火山の形に違いがあ

るのは，何の違いによると思いますか。説明しなさい。

けんたさんは，山がどのようにしてできたかという視点で，次のようにまとめました。

山が火山活動によってできたか，海の地層によってつくられているかの判断は，山の形や

山肌の様子などから分かることもあるが，山頂付近にある岩石が，（ キ ）か（ ク ）
や ま は だ

かを見分けると確実に判断できる。

開聞岳は，富士山や（ ケ ）と山の形が似ており，噴火の様子も似ていたと予想できる。

(7) 上のまとめの（キ），（ク）には岩石の種類，（ケ）には山の名前を書きなさい。

(8) あなたは，熊本県内の山で，調べてみたい山はありませんか。下に示した例にならって，

調べたい山の名前とそれを選んだ理由を書きなさい。

【例】

山の
富士山

理
日本で一番高い山で，美しい円すい形をしているから。名前 由

開聞岳（924m）

開聞岳の形 普賢岳の形


