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１ 幸広さんは，水深6500m 付近まで人を乗せても
ゆきひろ

ぐることができる有人潜水調査船「しんかい6500」
せんすい

をテレビのニュースで見て興味を持ちました。そ

こで,インターネットで調べてみると，「しんかい

6500」の人が乗り込む部分は球の形をしていると

いうことが分かりました。そのことを不思議に思

い，実験で確かめてみることにしました。

まず，水深と水圧の関係を調べるために，次の実験１を行いました。

① 大きな水槽に水を入れ，図１のように小さ
そう

な穴をあけたペットボトルを水中に沈め，沈

める深さによって穴からペットボトル内に

入り込む水の勢いの違いを調べた。

② 次に，図２のように側面に同じ大きさの穴

を２か所あけたペットボトルを用意し，穴を

指で押さえ沈めた。そして，水中で同時に指

を離し，穴からペットボトル内に入り込む水

の様子を調べた。

(1) 実験１の①では，沈める深さによって，穴からペットボトル内に入り込む水

の勢いが変化することが分かりました。実験１の②はどういう結果になるか，

穴から入る水の様子を作図して，説明しなさい。

(2) 水中に沈めたペットボトルがこの時に受けている水の圧力（水圧）の様子を

図３のア～ウのように表してみました。

物体にかかる水圧について正しく表して

いるものを選び記号で答えなさい。

ただし，矢印の長さは水圧の大きさに

比例して表してあります。

【 実 験 １ 】

図３

(3) 次に，水深6500m の海底では，どのくらい水圧がか

かるかを調べてみました。海底１㎠の上に存在する海

水の質量を約667000g，100gの物体にはたらく重力の

大きさを１Ｎとして，１㎠当たりにはたらく水の圧力

がおよそ何 N/㎠になるか計算しなさい。

今度は，実験２で物の形と受ける水圧との関係について調べてみました。

(方法) １ うすいゴムでできた球（中は空洞）と，同じ素材でできた同体積
くうどう

の立方体（中は空洞）を準備する。

２ プールの底に沈め，それぞれの物体の変形の様子を調べる。

(結果) 立方体…変形した。

球…ほとんど変化し

なかった。

(4) 幸広さんは，これらの実験から「しんかい6500」の人が乗り込む部分の形

について次のように理由をまとめました。空欄に当てはまる言葉を答えなさい。
らん

水中では（ ア ）なるほど水圧が大きくなり，（ イ ）方向から水圧が

かかる。水深が6500m ほどであれば，とても大きな水圧となる。

このために「しんかい6500」の人が乗り込む部分は，「（ ウ ）の形はつ

ぶれにくい」という性質を生かした構造となっている。

２ コップのサイダーをストローで飲もうとした幸広さんは，右の図の

ように水中に入れたストローが，空気中で見るより短く見えました。

そのことを不思議に思った幸広さんは，もう一度その現象を確かめ

るために，次のような実験をしました。

海水の質量
約６６７０００ｇ

【 実 験 ２ 】



１ プラスチックの容器にたっぷり水を入れる。

２ ３０cm のものさしを水面に対して垂直に少

しずつ入れていく。

３ その様子を水面より上から観察する。

ものさしを水中に入れたところ，図１のよ

うに水中のものさしが短く見えました。もの

さしが短く見えた原因を調べようとした幸広

さんは，Ａ点から出て目に入る光の道すじを

図２のように作図しました。

(1) 図２のＢ点から出た光は，どのような道

すじで目に入るでしょうか。その道すじを解

答欄にかきなさい。ただし，作図に必要な線は消さずに残しておくこと。

(2) 作図を終えた幸広さんは，ものさしが短く見える現象を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。

Ａ点から出た光は，水面で（ ）して目に入るが，人は最終的に目に入

った光の方向から光が直進して来たと判断するので，実際より上の位置（Ａ点の

像の位置）に像が見える。そのため，実際より短く見える。

(3) 次に，幸広さんは，図３のようにものさしを右側に

傾けてみました。このとき，水中部分のものさしはど

のように見えるかを図に表しなさい。

(4) (2)で答えた光の現象と同じ現象を，次の①～⑤から

３つ選びなさい。

① ルーペでものを見ると大きく見えた。 ② 池の水面に自分の顔が写った。

③ コップの向こうの景色がゆがんで見えた。 ④ 光ファイバーで光通信をした。

⑤ めがねを使うと景色がはっきり見えた。

図３

図１

図２

【 実 験 】

Ａ点から出た光の道すじ

３ 明子さんは，洗剤を買いに行き，いろいろな洗剤を手に取りラベルを見ている

と，「酸性」「中性」「アルカリ性」の３つの性質に分けられることに気付きまし

た。そこで明子さんは，身近にある液体についても性質を調べたいと考え，実験

してみることにしました。

(1) 明子さんは，液体の性質を調べるためにリトマス紙を使うことにしました。

「酸性」「中性」「アルカリ性」のそれぞれの液体に対して，リトマス紙の色

がどのように変化するか答えなさい。

(2) 実験する時，「リトマス紙はピンセットを使って持つ」，「調べる液体をリト

マス紙につける時はガラス棒を使用する」ということに気を付けていましたが，

正しい色の変化が表れませんでした。操作上の原因として考えられることを１

つ書きなさい。

(3) 明子さんは，集めた液体を「酸

性」「中性」「アルカリ性」の３つ

に分類することができました。図

１の６つの液体とその性質を線で

結んで，図１を完成しなさい。

(4) 次に明子さんは，酸性とアルカリ性の液体を混ぜ合わせたらどうなるかに興

味がわき，酢とうすい濃度のアンモニア水を使って実験してみました。

ア うすいアンモニア水を入れた試験管に酢を少しずつ加え続けていくと，加

える前と後ではリトマス紙による色の変化が異なっていました。このことか

ら，試験管から出る「におい」はどのように変化していったか説明しなさい。

イ アの実験では，水溶液の性質がどのように変化していったと考えられます

か。次の（ ）に当てはまる性質名を入れなさい。

（ ）性 →（ ）性 →（ ）性

(5) 酸性やアルカリ性の液体を用いた実験の後片付けでは，どのようなことに気

をつけたらよいでしょうか。使った液の処理の仕方を答えなさい。

〈 調べた液体 〉 〈 性 質 〉

レモン汁 ・

食塩水 ・ ・ 酸 性

石灰水 ・

炭酸水 ・ ・ 中 性

砂糖水 ・

ほう酸水 ・ ・ アルカリ性

図１ 液体の性質調べ



４ 明子さんは，近くの公園に時々散歩に行きます。この公園には，たくさんの

木が植えてあり，夏は木々の間を歩くと涼しくて気持ちがよくなります。涼し
すず

く感じるのは，木の葉が園内を日陰にしているからだけでなく，植物の葉から
ひ か げ

水が水蒸気となって出ているからではないかと考えました。

(1) 線の現象を確かめるための実験をしようと思い，ビニルの袋とラップ

フィルムとペットボトルを用意しました。この中から１つを選び，考えられ

る実験の方法と結果を答えなさい。

(2) 線のはたらきを何というか答えなさい。

次に明子さんは，水蒸気の出口である「葉の穴」を見るために

ツユクサの葉を用意し，図１の顕微鏡で観察することにしました。

(3) ツユクサの葉をそのまま約４mm 四方に切り取ってプレパ

ラートを作ったところ，視野が真っ暗で見えませんでした。

葉の表面を観察するためには，プレパラートを作る時にどん

な操作が必要か答えなさい。

(4) 明子さんは，観察した葉の表面を，図２のようにスケッチ

しました。この図で，「葉の穴」だと思われる部分をすべて

ぬりつぶしなさい。また，その穴の名前を答えなさい。

葉に穴があることを知った明子さんは，植物もこの穴を使って，動物と同じよう

に呼吸をしているのではないかと考え，次のような仮説を立てました。

次のレポートは，この仮説を確かめるために

明子さんが書いたものです。

呼 吸

【 明子さんの仮説 】

二酸化炭素

図１

図２

(5) この実験で，植物を入れない容器Ｂを用意した理由を説明しなさい。

(6) 考察①から考えると，この実験の結果である（ ア ）には，どのような記録

が入るか書きなさい。

(7) 考察②の（ イ ）に，予想とは違う結果になった理由を書きなさい。

(8) 明子さんは，実験の方法に問題があることに気付き，再実験の方法を考察③

にまとめました。再実験では，方法１～３のどの部分を，どのように変更した

らよいか。変更点が分かるように考察③の（ ウ ）を書きなさい。

実験名：「植物の呼吸を確かめる」

（予 想）：植物の呼吸によって二酸化炭素が出るため，植物を入れた容器の石灰

水は白くにごるだろう。 日光

（方 法）

１ 透明で柔らかい容器Ａには若
とうめい

い葉が 1 0 枚ほどついた木の枝
を入れる。容器Ｂには入れない。

２ どちらも日光の当たるところ

に，数時間置いておく。

３ それぞれの容器の中の空気を，

試験管に入れた石灰水の中に押

し出す。

（結 果） 石灰水の変化

容器Ａ （ ア ）

容器Ｂ 変化がない

（考 察）

① この実験の結果は，予想とは違う結果になった。

② 予想と違う結果になった理由は，（ イ ）。

③ 予想を確かめるためには，（ ウ ）。

容器Ａ:植物を入れる 容器Ｂ:植物を入れない



５ ３月の野焼きで真っ黒になった阿蘇の草原は，４月には新

緑の美しい草原へと姿を変えます。そんな阿蘇の草原に，明

子さんは家族でワラビ狩りに行きました。夕食の食卓に並ん

だワラビを見た明子さんは，ふと，あることを疑問に思い，

その日の日記に次のように書きました。

(1) 明子さんは，日記に書いた疑問（ 部分）

を解決するために，パソコンで植物図鑑のソフ
ず か ん

トを使って調べました。すると，ワラビがシダ

植物の仲間だということや，図１のようなから

だのつくりになっていることが分かりました。

図１の中のア，イに当てはまるワラビの各部分

の名前を，下の□から選んで答えなさい。

(2) (1)から明子さんは，日ごろ食べているワラビは，植物のからだのある部分

であることが分かりました。それはどの部分でしょうか。(1)の□から選ん

で答えなさい。

今日は，家族で阿蘇にワラビ狩りに行った。ワラビやゼンマイは，地面の上

に出ている部分を手で採って収穫した。〈 略 〉

お皿の上のワラビを食べながら，私たちはワラビのからだのどの部分を食べ

ているのだろうかと思った。〈 略 〉

根 くき 葉 つぼみ（花） 果実 種子

採ったワラビの図

【 日 記 】

ア

イ

図１

６月のある日，明子さんは，学校でワラビの葉と形がよく似たシダ植物を見つ

けました。その葉の裏には，茶色の小さな固まりがいくつもつ

いていました。この小さな固まりを観察するために，図２のよ

うな顕微鏡を使いました。

(3) 明子さんがこの顕微鏡を選んだ理由は，どういう特徴

（よさ）があるからですか。１つ答えなさい。また，こ

の顕微鏡の名前を答えなさい。

(4) シダ植物の葉を観察した明子さんは，図３のように，

茶色の固まりから小さな粒が出ていることに気付きまし

た。小さな粒の名前と，そのはたらきを答えなさい。

明子さんは，ワラビ狩りのことやその後に調べたことについて，学級で発表

しようと思います。下の□は，明子さんが書いている原稿の一部です。
げんこう

(5) 上の□の（①）～（④）に当てはまる植物のからだの部分を答えなさい。

(6) 明子さんは上の原稿の最後の の部分に，まとめとして人間と植物

の関係について考えたことを付け加えたいと思います。あなたなら，

の部分にどのようなまとめの一文を加えますか。 線の内容を中心に自

分の言葉で書きなさい。

図２

図３

調べたことから，ワラビのからだのどの部分を食用にしているのかというこ

とやワラビは種子をつくらない植物の仲間であることが分かりました。同じ仲

間のワカメは（①）の部分を食べています。また，種子をつくる植物のうち，

大豆や米は（②）の部分を，ニンジンは（③）の部分を，キャベツは（④）の

部分を食べています。私たちは，植物のからだのいろいろな部分を食べること

で，人間の手ではつくり出すことのできない養分を取り入れています。

（まとめ）


