
児童用 教師用

1 【大日本】1 ものの燃え方
【東 書】1 物の燃え方と空気

2
【大日本】3 人やほかの動物の体のつくりと

はたらき
【東 書】2 動物のからだのはたらき

3
【大日本】2，4植物の体のつくりと

はたらき①，②
【東 書】3 植物のからだのはたらき

4 【大日本】5 生物と地球環境
【東 書】4 生き物どうしのかかわり

5 【大日本】6 月と太陽
【東 書】5 月の形と太陽

6 【大日本】8 土地のつくりと変化［1］
【東 書】6 大地のつくり

7 【大日本】8 土地のつくりと変化［2］
【東 書】7 変わり続ける大地

8 【大日本】9 てこのはたらき
【東 書】8 てこのはたらきとしくみ

9 【大日本】7 水よう液の性質
【東 書】10水溶液の性質とはたらき

10 【大日本】10私たちの生活と電気
【東 書】9 電気と私たちのくらし

11
【大日本】11かけがえのない地球環境
【東 書】11地球に生きる
力だめし
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� 平らにしたねん土の上にろうそくを立てて火をつけ，底のあいているびんをのせて，ろうそくの燃え方
を調べる実験をしました。次の問いに答えなさい。 《20》

⑴

⑵

⑶

⑷

ア 集気びんの上と下を閉じる。イ集気びんの下をあける。ウ 集気びんの上と下をあける。⑴ 右の図ア～ウで，ろうそくの火が
もっとも長く燃え続けるのはどれか，
右のア～ウの中から選び，記号を書き
なさい。
⑵ 右の図ア～ウで，ろうそくの火が
もっとも早く消えるのはどれか，ア～ウの中から選び，記号を書きなさい。

ま

⑶ 図ウのねん土のすき間の近くに火のついた線こうを近づけると，線こうのけ
むりはどうなるか，次のア，イから選び，記号を書きなさい。
ア すき間から出てくる風によって，すき間から遠ざかるように流れる。
イ すき間からびんの中に入っていく。
⑷ この実験からいえることを，下の文にまとめました。（ ）にあてはまる言葉を書きなさい。

びんの中で，ものが燃え続けるには，常に（ ）が入れかわる必要がある。

� 酸素，二酸化炭素，ちっ素には，ものを燃やすはたらきがあるか調べました。 《35》
⑴
■

⑵
■

酸素
二酸化
炭素
ちっ素

⑶
■

①

②

③

次の問いに答えなさい。
⑴ ボンベから気体を集める方法として，もっとも適したものはどれか，次のア
～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア イ ウ

⑵ 酸素，二酸化炭素，ちっ素をそれぞれ別のびんに集め，火のついたろうそく
をそれぞれのびんの中に入れました。それぞれの気体について，実験の結果を
次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。ただし，同じ記号を何回使って
もよい。
ア ろうそくの火はすぐに消えた。
イ ろうそくのほのおが大きくなって明るくなり，やがて消えた。
ウ ろうそくのほのおが青くなり，やがて消えた。

わりあい

⑶ 右の図は空気中にふくまれる気体の種類と体積の割合について
表しています。①～③にあてはまる気体は何か書きなさい。

� 下のア～エのように，ろうそくを燃やす前と燃やした後の空気のちがいに 《40》

⑴
■

酸
素
前

後
二
酸
化
炭
素

前

後

⑵
気体

変化

⑶

⑷
ものが燃えると

ついて調べました。次の問いに答えなさい。
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Ａ Ｂ

何も入れない。 火が消えたら，取り出す。

ア イ ウ エ

⑴ ろうそくを燃やす前と燃やした後の気体の体積の割合を気体検知管で調
べました。ろうそくを燃やす前と燃やした後の酸素と二酸化炭素の値はそ
れぞれどうなるか，上のア～エの中から選び，記号を書きなさい。

せっかいすい

⑵ この実験で，石灰水を使いました。石灰水を使って調べることができる
気体は何か，書きなさい。また，その気体があると石灰水はどのような変
化が起こるか，書きなさい。
⑶ ろうそくを燃やす前と燃やした後のそれぞれのびんの中に石灰水を入れ
てふたをしてふりました。ろうそくを燃やす前と燃やした後のびんのどち
らの石灰水が反応するか，書きなさい。
⑷ これらの実験からいえることは何ですか。「ものが燃えると」という言葉に続けて書きなさい。

イア

� キャンプファイヤーでは，木を図ア
のように組み上げます。なぜ図イのよ
うに組むのではなく，図アのように組
むのでしょうか。理由を書きなさい。

／55 ／45

【大日本】1 ものの燃え方
Ｐ6～21，218，219

【東 書】1 物の燃え方と空気
Ｐ10～25，190，191

《5》

（ ① ） （ ② ）

（ ③ ）とそのほかの気体
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� ご飯をつぶして，Ａ（だ液を加えたもの）とＢ（水を加えたもの）のふくろを用意し，約40℃の湯に5
分ほど入れた後，ヨウ素液を加えて色の変化を調べました。次の問いに答えなさい。 《20》

約40℃の湯

A（だ液） B（水）⑴
■ 色

⑵

⑶

⑷
■

⑴ ヨウ素液はでんぷんがあると何色になる性質がありますか。
⑵ 湯につけた後，5分ほどたってからヨウ素液を入れました。
色が変わるのはＡ（だ液を加えたもの）とＢ（水を加えたも
の）のどちらか，Ａ，Ｂから選び，記号を書きなさい。
⑶ Ａ（だ液を加えたもの）とＢ（水を加えたもの）を約40℃
の湯に入れるのはなぜか，理由を書きなさい。
⑷ 食べものが歯でかみくだかれて細かくなったり，だ液の

きゅうしゅう

はたらきで変化したりして体に吸収されやすい養分に変化
することを何というか，書きなさい。

す

� ポリエチレンのふくろにまわりの空気をあつめたものと息をふきこんだものをつくり，吸う空気と
はいた空気のちがいを調べました。次の問いに答えなさい。 《35》
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⑴
■

吸う
空気
はいた
空気

⑵
吸う
空気
はいた
空気

⑶
■

Ａ

Ｂ

Ｃ

ア イ ウ エ⑴ 右の図は気体検知管で吸う空気とはいた空気を
調べた結果です。吸う空気とはいた空気のうち二

わりあい

酸化炭素の割合を表しているのはどれか，図のア
～エの中から選び，それぞれ記号を書きなさい。
⑵ 吸う空気とはいた空気を集めたそれぞれのふく

せっかいすい

ろの中に，石灰水を入れてよくふりました。それ
ぞれの石灰水はどのようになったか，書きなさい。
⑶ 人が空気を吸ったり，はいたりするはたらきについて，（ ）にあてはま
る言葉を下の の中から選び，記号を書きなさい。

人は空気を吸ったり，はいたりして，空気中の（ Ａ ）の一部をとり入
れ，（ Ｂ ）を出している。生物が（Ａ）をとり入れ，（Ｂ）を出すことを
（ Ｃ ）という。

ア ちっ素 イ 二酸化炭素 ウ 酸素 エ 運動 オ 呼吸

� 口からとり入れた食べものの消化・吸収について調べました。次の問いに答えなさい。 《30》
ぞう き

⑴
■

①

②

③

⑵
■
Ａ

Ｂ
⑶
■

①

②

③

⑴ 図の①～③の臓器の名前を書きなさい。
⑵ 次のＡ，Ｂのはたらきをする臓器はどれか，
下の の中から選び，記号を書きなさい。
Ａ 体の中で不要になったものや，余分な水分を血液中
からこし出す。
Ｂ 血液を全身にじゅんかんさせて，酸素や二酸化炭素
や体に不要なものを運ぶ。

しんぞう ぞう ぞう

ア 心臓 イ かん臓 ウ ぼうこう エ じん臓

⑶ 口からこう門まで続く，食べものの通り道を何というか，書きなさい。

� 体をめぐる血液のはたらきについてまとめました。（ ）にあてはまる言葉を下の から選び，記
号を書きなさい。 《10》

■
Ａ

Ｂ

血液は心臓のはたらきによって全身に送られて，再び心臓に戻ってくる。
心臓の動きを（ Ａ ）といい，それによって起こる血管の動きを（ Ｂ ）と
いう。

みゃく

ア 脈はく イ 回転 ウ はく動 エ けいれん

《5》� クジラは，ふだんは海の中で生活していますが，呼吸のために
海面に出てくることがあります。一方，マグロはいつも海の中で
生活していて，呼吸のために海面に出てくることはありません。
その理由について「酸素」という言葉を使って書きなさい。

【大日本】3 人やほかの動物の体のつくりとはたらき
Ｐ32～55，218

【東 書】2 動物のからだのはたらき
Ｐ26～45，190 ／75 ／25
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� 根ごとほり上げたホウセンカを，図のように色水にひたして，水の通り道を 《25》
⑴
■

⑵
■

ア

イ

ウ

⑶
■

調べました。次の問いに答えなさい。
⑴ だっし綿をつけた理由について，下の文の（ ）にあてはまる言葉を書き
なさい。
ホウセンカのくきを固定し，（ ）をふせぐため。

図

ア

イ ウ

初
め
の
水
面
の
位
置

だ
っ
し
綿

ア イ ウ
Ａ Ｃ Ｅ

Ｂ Ｄ Ｆ

⑵ ホウセンカを切って観察し，左の表
を作りました。左の表のア～ウにあて
はまる断面をそれぞれ下のＡ～Ｆの中
から選び，記号を書きなさい。

⑶ 三角フラスコ内の水面の位置は，どうなりましたか。次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア 初めの水面の位置より上がった。 イ 初めの水面の位置と同じだった。 ウ 初めの水面の位置より下がった。

� 晴れた日の朝，図1のように葉をつけたままのホウセンカと，葉をとり去った 《35》
と

⑴
■

⑵
■
①

②

⑶
■
⑷
■
⑸
■
⑹
■

ホウセンカにふくろをかぶせ，ふくろの口をしっかり閉じて観察をしました。
次の問いに答えなさい。

図1

ＡＡ ＢＢ

図2

あな

穴

⑴ ふくろについていた水てきを集めた結果として，もっ
とも適したものはどれか，次のア～エから選び，記号を
書きなさい。
ア Ａ，Ｂともに40mL イ Ａ，Ｂともに5mL
ウ Ａは5mL，Ｂは40mL エ Ａは40mL，Ｂは5mL
⑵ ⑴の結果からどのようなことがいえるか。（ ）に
あてはまる言葉を下の から選び，記号を書きなさい。
根からくきを通ってきた水は，主に（ ① ）から

（ ② ）となって出ていく。
ア くき イ 葉 ウ 水蒸気 エ 湯気

⑶ ⑵のような植物のはたらきを何というか，書きなさい。きょう
⑷ Ａの葉のうすい皮のプレパラートを作り，けんび鏡で観察しました。図2の

あな

ような小さな穴がたくさん見られました。この穴を何というか，書きなさい。
うら

⑸ 観察に用いた葉の表面の皮は，表側と裏側のどちらですか。
かくだい

⑹ 葉の表面の皮を約400倍に拡大して観察するとき，何を使うか，次のア～エの中から選び，記号を書
きなさい。 そうがんじったい きょう そうがんきょう
ア 虫めがね イ けんび鏡 ウ 双眼実体けんび鏡 エ 双眼鏡

にっこう

CB

A

アルミニウムはく

1日目の午後 2日目の朝 5時間後
ヨウ素液� 植物の葉に日光が当たるとデン 《35》

⑴

⑵

⑶

⑷

Ａ

Ｂ

Ｃ

⑸

プンができるか調べるために図の
ような実験を行いました。次の問
いに答えなさい。
⑴ 実験を始める前にアルミニ
ウムはくをかぶせるのはなぜ
ですか。次のア～ウの中から
選び，記号を書きなさい。
ア 葉に日光が当たらないようにするため。
イ 葉を温めるため。
ウ 葉に虫がつかないようにするため。
⑵ Ｂの葉に切れこみを入れたのはなぜか，理由を書きなさい。
⑶ Ａの葉について調べるのはなぜか，理由を書きなさい。
⑷ デンプンがあるか調べたときに上の図のＡ～Ｃの葉で，デンプンがある
ものには○，ないものには×をつけなさい。
⑸ この実験からいえることを「日光」という言葉を使って書きなさい。

ほ ぞん

《5》� コマツナを保存するとき，葉の根本
をしめらせたキッチンペーパーなどで
包むと，長く保存することができます。
それはなぜか，理由を書きなさい。

【大日本】2，4 植物の体のつくりとはたらき①，②
Ｐ22～31，56～69，221

【東 書】3 植物のからだのはたらき
Ｐ46～59，188 ／60 ／40
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� 下の図は「食べる・食べられる」の関係について表したものです。次の問いに答えなさい。 《40》

ヘビ

モンシロチョウ
の幼虫

ようちゅう

キャベツ

イカダモ

カエル

やご

メダカ

ミジンコ

⑴
■ 図中に記入

⑵
■
⑶
■
⑷
■

⑴ 右の図の中に食べられるものか
ら食べるものに向けて矢印（→）
を入れて，つなぎましょう。ただ
し，矢印の数は5本入れることと
する。
⑵ 図のような「食べる・食べられ
る」のような生物の間のつながり
のことを何というか，書きなさい。
⑶ 植物だけを食べる動物を何とい
うか，書きなさい。
⑷ 動物だけを食べる動物を何とい
うか，書きなさい。

⑴

⑵

⑶
とり入れる
気体
出す
気体

⑷

⑸

《30》� 晴れた日に，2つのホウセンカのはちに切り口の入ったふくろをかぶせ，切り
口から息を数回ふきこみました。それぞれの酸素と二酸化炭素の量を調べた後，
一方のはちはそのまま日なたに，もう一方のはちは箱でおおいをしました。1時
間置いたところ，酸素と二酸化炭素の量は下の表のようになりました。次の問い
に答えなさい。

➡ ➡

日なたに置いたはち 箱でおおいをしたはち
時刻 酸素 二酸化炭素 酸素 二酸化炭素

11時実験開始 17％くらい 4％くらい 17％くらい 4％くらい
12時 19％くらい 2％くらい 16％くらい 5％くらい

⑴ 箱でおおいをするのはなぜか，理由を書きなさい。
⑵ 切り口から息を数回ふきこむのはなぜか，次のア～ウの中から選び，記号を
書きなさい。 わりあい

ア 袋の中を温めるため。 イ 袋の中の二酸化炭素の割合を増やすため。
ウ 袋の中の酸素の割合を増やすため。
⑶ 実験結果から，日光が当たっているときに植物がとり入れる気体と出す気体
はそれぞれ何だといえますか。気体の名前を次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア 酸素 イ 二酸化炭素 ウ ちっ素

⑷ 箱でおおいをしたはちの実験結果から，植物が何を行ったといえるか，書きなさい。
⑸ 動物が⑷をしたり，人がものを燃やしたりしても，酸素が空気中からなくならないのはなぜか，
「酸素」，「二酸化炭素」という言葉を使って書きなさい。

■

Ａ

Ｂ

Ｃ

《15》� 下の文は地球上の水の状態や空気と生物の関わりについてまとめたものです。
（ ）にあてはまる言葉を下の から選び，記号を書きなさい。
水は生物の体にとり入れられたり，生活で使われたりすることで生物と関

はい しゅつ じょう はつ

わっている。排出された水は，蒸発して（ Ａ ）になり空気中にふくまれて
いく。空気中の（Ａ）は上空に運ばれて（ Ｂ ）になり，（ Ｃ ）や雪となっ
て地上に戻ってくる。このように水はじゅんかんしている。

すい じょう き じょう さん

ア 水蒸気 イ 空気 ウ 海 エ 雲 オ 雨 カ 蒸散

ものを燃やす

B A

呼吸
こ きゅう

B A

日光が当たる

B A

呼吸
こ きゅう

B A

Ａ

Ｂ

理
由

《15》
� 右の図は，空気を通した生物どうしの
関わりを表した図です。Ａの気体とＢの
気体は，それぞれ何を表しているか書き
なさい。
また，Ｂの気体は増えてきているとい
われています。その理由も書きなさい。

【大日本】5 生物と地球環境
Ｐ70～91

【東 書】4 生き物どうしのかかわり
Ｐ60～75 ／55 ／45

� 名

前

組 番 評

点

■知・技 思・判・表

年 令6理科
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� 月や太陽についてくわしく調べました。次の問いに答えなさい。 《25》

⑴
■
⑵
■

⑶

①

②

③

⑴ 月の表面のようすを調べるとき，何を使えばよいですか。次のア～エの中か
ら選び，記号を書きなさい。

きょう
ア けんび鏡 イ しゃ光板 ウ 望遠鏡 エ 虫めがね

⑵ 月の表面には，丸いくぼみが見られます。この丸いくぼみを何といいますか。

次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア クレーター イ 黒点 ウ プロミネンス

⑶ 次の①～③の月や太陽について，正しいものには○，正しくないものには×
をつけなさい。

① 月は自ら光を出している。

② 月や太陽の位置を調べるには，方位と高さを調べる必要がある。

③ 月や太陽を観察して記録をするときには，建物や木はかかず，月や太陽だけをかく。

� 地球から見た太陽，月の位置や見え方についてまとめました。次の問いに答え 《４5》

⑴
■

1

2

3

4

5

⑵
1→ →
→ → →1

⑶

⑷

⑸

なさい。

ウ
エ イ

ア 太
陽

オ

カ ク 太陽の光
キ

⑴ 下の図1～5の月が見えるのは，左の図で月がア～
クのどの位置にあるときか，記号を書きなさい。
1 2 3 4 5

⑵ ⑴の図1～5の月は，地球から見るとどの順番に形が変わっていきますか。
1から始まり1にもどるまでを，正しい順番に番号をならべなさい。
⑶ 月？

太陽

東 南 西

右の図のような位置に月が見えました。このとき，

月は⑴の，図1～5のどの形をしていると考えられ
るか，番号を書きなさい。

⑷ ⑶の月の名前を書きなさい。
⑸ ⑶の形を選んだ理由を「太陽」という言葉を使っ
て書きなさい。

� 月の形についてまとめました。（ ）にあてはまる言葉を下の から選び，記号を書きなさい。

■

①

②

③

④

月のかがやいている側に，太陽がある。月の形が日によって変わって見え

るのは，月と太陽の（ ① ）が毎日少しずつ変わっていくからである。太陽
と（ ② ）に月があるとき，月が見えない。これを（ ③ ）という。月の形

しんげつ
の変化（新月から次の新月まで）は，約（ ④ ）日でくり返される。

《20》

ア 位置関係 イ 形 ウ 新月 エ 満月

オ 30 カ 15 キ 同じ方向 ク 反対方向
よ さ ぶ そん はい く

� 与謝蕪村の俳句に次のようなものがあります。次の問いに答えなさい。 《10》

⑴

⑵

菜の花や 月は東に 日は西に

⑴ この俳句がよまれたのは，朝，昼，夕方のいつか書きなさい。

⑵ この俳句の月は，どのような形だと考えられるか書きなさい。

【大日本】6 月と太陽
Ｐ94～103

【東 書】5 月の形と太陽
Ｐ78～89 ／55 ／45

� 名

前

組 番 評

点

■知・技 思・判・表
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7.5ｍ 赤い茶色

0.6ｍ

9.1ｍ

2.1ｍ

0.5ｍ

茶色

こい灰色

うすい茶色

灰色

A

B

C

D
E

砂とどろ どろ

砂

砂

どろ

も よう

� がけのようすや，しま模様を調べるために，観察にでかけました。次の問いに答えなさい。 《25》

⑴
■

ア

イ

ウ

エ
⑵
■

⑴ 観察をするときに気をつけることとして正しいものには○，正しくないもの
には×をつけなさい。
ア 暑い日は動きやすいように半そで半ズボンで行く。
イ しま模様をつくっているものを採取できる場合は，必要な量だけ採取する。
ウ しま模様をつくっているものを採取するときは，保護めがねをする。
エ がけの奥の模様を調べるためにスコップでできるだけ奥までほり進める。

そう

⑵ しま模様に層が重なり合って広がっている土地のつくりを何というか，書き
なさい。

� 図はボーリング試料を使って地下の様子を調べたときの記録です。次の問いに答えなさい。 《50》

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

⑴
■

⑵
■

①

②

③

⑶
■
②

③
⑷
■
⑸
■
⑹

⑺

ア イ ウ

⑴ 図のようなしま模様の中から動物の足あとが見つかりま
した。動物や植物の一部，動物のすみかなど，このような
ものを何というか，書きなさい。
⑵ しま模様の層の中に次の特ちょうをもったつぶがふくま
れていました。次の①～③のつぶの種類を書きなさい。
① つぶの大きさが小麦粉程度（0．06㎜以下）
② つぶの大きさがグラニュー糖程度（0．06㎜～2㎜）
③ つぶの大きさがゴマつぶ程度（2㎜以上）
⑶ ⑵の②，③のつぶがもとになってできた岩石を何という
か，それぞれ書きなさい。
⑷ Ａの層は火山のふん火でふり積もってできました。ふり
積もったものを何というか，書きなさい。

そうがんじったい

⑸ Ａの層のボーリング試料をペトリ皿にとり，双眼実体け
きょう

んび鏡で観察しました。つぶのようすとして正しいものを
次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア どのつぶも丸みを帯びている。
イ どのつぶも角ばっている。
ウ 丸みを帯びたつぶと角ばっているつぶが混ざっている。
⑹ 調べた場所の50ｍほど北の地点では，しま模様はど
のようになっていると考えられるか。もっとも適当な
ものを右のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
⑺ Ｃの層から貝が見つかりました。このことからＣの層ができたのはどのようなところだったと考えら
れるか，書きなさい。

そう ち すな

� 図のような装置で，水を入れた容器に砂とどろを混ぜたものを流しこむ実験を 《25》

⑴

⑵

⑶
Ａ

Ｂ

⑷

行いました。次の問いに答えなさい。

砂とどろを
混ぜたもの

水を入れた容器

⑴ 水を入れた容器に砂とどろを流しこむとどのように
なるか，次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア イ ウ

⑵ ⑴のあともう一度，砂とどろを流しこむとどのようになるか，次のア～エの
中から選び，記号を書きなさい。
ア イ ウ エ

⑶ 下の文は，この実験からいえることをまとめたものです。（ ）にあてはまる言葉を，下の か
ら選び，記号を書きなさい。
土地に見られるしま模様は，（ Ａ ）のはたらきによって運ぱんされた土砂が，（ Ｂ ）などに層
になって積み重なってできた。
ア 風 イ 流れる水 ウ ふん火 エ 海底 オ 山頂

⑷ 運ぱんされた土砂を双眼実体けんび鏡で観察しました。つぶのようすとして正しいものを次のア～ウ
の中から選び，記号を書きなさい。
ア どのつぶも丸みを帯びている。 イ どのつぶも角ばっている。 ウ 丸みを帯びたつぶと角ばっているつぶが混ざっている。

【大日本】8 土地のつくりと変化［1］
Ｐ124～141，220

【東 書】6 大地のつくり
Ｐ90～105 ／６５ ／３５

� 名

前

組 番 評

点

■知・技 思・判・表
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じ しん

� 次の文は，火山や地震についての説明です。 《25》

■

ア イ

ウ エ

オ

正しいものには○，正しくないものには×をつけなさい。
ア 地震が起きると土地が沈むことはあるが持ち上がることはない。
イ 大きな地震のときは，断層が地表に現れることがある。
ウ 火山でふん火して出てきたものが町にとんでくることがある。
エ 地震はいつ起きるかわからないので，対策することはできない。
オ 海底の火山がふん火すると新しい島ができることがある。

� 火山や地震のはたらきによって，土地のようすが変化していくことについて， 《55》

⑴
■

ア

イ

ウ

エ

⑵
■

Ａ

Ｂ

Ｃ

⑶
■

⑷
■
Ａ

Ｂ

次の問いに答えなさい。
⑴ 下の写真ア～エは，火山や地震のはたらきで起こった土地の変化です。それ
ぞれ，どんなはたらきで起こったのか，火山か地震のどちらかを書きなさい。

兵庫県 淡路市兵庫県 淡路市
ひょう    ごひょう    ご あわ    じあわ    じ

ア

西之島 東京都西之島 東京都2021年9月2021年9月
にし の     しまにし の     しま とう   きょうとう   きょう

イ

宮城県 栗原市宮城県 栗原市
みや ぎみや ぎ くり    はらくり    はら

ウ

長野県、岐阜県長野県、岐阜県2014年9月2014年9月
なが のなが の ぎ     ふぎ     ふ

エ

⑵ 次の文の（ ）の中にあてはまる言葉を下の から選び，記号を書き
なさい。

土地は，火山活動によって（ Ａ ）や（ Ｂ ）をふき出して変化したり，
新しくつくり出されたりする。（Ａ）や（Ｂ）がふき出るところを（ Ｃ ）
という。

か ざんばい

ア 火山灰 イ れき岩 ウ よう岩 エ 火口 オ ハザード

⑶ 火山があることでよいこともあります。それはどのようなことか，2つ書き
なさい。
⑷ 次の文の（ ）の中にあてはまる言葉を下の から選び，記号を書き
なさい。

土地に大きな力がはたらき，地震が起こる。大きな地震のときは，土地
のずれが起きることがある。このずれを（ Ａ ）という。海底で大きな地

ひ がい

震が起きると（ Ｂ ）が発生して大きな被害をもたらすことがある。
だんれつ つ なみ

ア 断裂 イ 断層 ウ 洪水 エ 津波

《10》

ア

イ

イ

ア

� 右の絵は，ある町のようす
です。ア，イのところには，
どのような災害が起きると考
えられるか，それぞれ書きな
さい。

《10》
� 災害に備えてどのような準備をしておくとよいか，
考えを2つ書きなさい。

【大日本】8 土地のつくりと変化［2］
Ｐ142～151

【東 書】7 変わり続ける大地
Ｐ106～119 ／80 ／20

� 名

前

組 番 評

点

■知・技 思・判・表

年 令6理科
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� 図1，2は，てこを利用しておもりを持ち上げているようすです。 《40》

⑴
■

Ａ

Ｂ

Ｃ
⑵
■ 図
⑶
■

⑷
①

②

⑸

図1
Ａ Ｂ Ｃ

図2
ＣＢＡ

ア イ ウ

次の問いに答えなさい。
⑴ 図1，2のＡ，Ｂ，Ｃの位置をそれぞれ何とい
うか，書きなさい。
⑵ 図1と図2では，どちらの方が小さな力でおも
りを持ち上げることができるか，番号を書きなさ
い。
⑶ 図2のように，ＢとＣの位置を変えないでＡの
位置をアからウへと順に動かすと，どれが一番手
ごたえが小さいか，ア～ウの中から選び，記号を
書きなさい。
⑷ この実験でいえることをまとめました。（ ）
にあてはまる言葉を書きなさい。
てこを使っておもりを持ち上げるとき，ＢからＣまでのきょりが（ ① ）
ほど，またＢからＡまでのきょりが（ ② ）ほど，小さな力で持ち上げるこ
とができる。

⑸ 図1で，ＡとＣの位置を変えずに，より小さな力でおもりを持ち上げるには
どうしたらよいか，書きなさい。

� 下の図は，実験用てこを使って，手ごたえの変わり方のきまりを調べていると 《25》

⑴（ ）にかたむく

⑵（ ）にかたむく

⑶

目盛り に �

目盛り に �

目盛り に �

ころです。次の問いに答えなさい。
〈実験方法〉

め も

実験用てこの左うでの目盛り2に
おもりを1個または3個つるし，
右うでの支点に近い方から順にお
もりをつるして，うでのかたむく
ようすを調べる。
（おもり1個は10�）

左うでの目盛り2におもり
1個をつるしたとき図1 左うでの目盛り2におもり

3個をつるしたとき図2

⑴ 図1のように，左うでの目盛り2におもり1個をつるし，右うでの目盛り3
におもりを1個つるしました。うでは左と右のどちらにかたむくか，書きなさ
い。
⑵ 図2のように，左うでの目盛り2におもり3個をつるし，右うでの目盛り5におもりを1個つるしま
した。うでは左と右のどちらにかたむくか，書きなさい。
⑶ 左うでの目盛り4におもりを30�つるしたとき，水平につり合うには，右うでのどこにおもりを何�
つるせばよいですか。3通りまで考えて， にあてはまる数を書きなさい。ただし，目盛り4は使
わない。

� 下の図は，それぞれてこのはたらきを利用した道具です。 《35》

⑴
■

力
点
支
点
作
用
点

⑵
■
⑶
■
⑷
⑸
■

次の問いに答えなさい。

ア イ

エ
図1 図2

イイア
ウ

オ

図3

⑴ 図1のピンセットの力点，支点，作
用点はそれぞれどこにあるか，ア～ウ
の中から選び，記号を書きなさい。
⑵ 図2のくぎぬきのエとオのどちらを
持つと，図2のときよりも小さな力で，
くぎをぬくことができるか，記号を書
きなさい。
⑶ 図3のはさみで切るとき，アとイの
どちらの方が小さな力で切ることがで
きるか，記号を書きなさい。
⑷ ⑶のようになる理由として正しいも
のを，次のア～エの中から選び，記号
を書きなさい。
ア 支点から力点のきょりは同じだが，支点から作用点のきょりが短くなるから。
イ 支点から力点のきょりは同じだが，支点から作用点のきょりが長くなるから。
ウ 支点から作用点のきょりは同じだが，支点から力点のきょりが短くなるから。
エ 支点から作用点のきょりは同じだが，支点から力点のきょりが長くなるから。
⑸ 図の道具以外に生活の中で，てこのはたらきを利用した道具を，次のア～エの中からすべて選び，記
号で書きなさい。
ア つまようじ イ せんぬき ウ ものさし エ トング

【大日本】9 てこのはたらき
Ｐ152～169

【東 書】8 てこのはたらきとしくみ
Ｐ120～135 ／55 ／45

� 名

前

組 番 評

点

■知・技 思・判・表

年 令6理科

※無断で複写・複製をすることを禁じます。

8
《全問各5》

見
本



� 薬品やリトマス紙のあつかい方と実験の注意について，正しいものには○，正
しくないものには×をつけなさい。
ア 実験でリトマス紙を使うときは，直接手でていねいにとりだすようにする。
イ 液体のにおいを調べるときは，直接かがず手であおぐようにする。

じょうはつ
ウ 液体を熱するときは，液体がすべて蒸発するまで熱する。
エ 手などに薬品がついたら，かわいたタオルでよくふきとる。 ぼう

オ リトマス紙で調べるとき，調べる液体を変える場合は，ガラス棒（かくはん
あら

棒）を水で洗う。

⑴
■

何
性 性
名
前

⑵
■

⑶
■

⑷

⑸

⑹
何
性 性
名
前

⑺
変
化
名
前

《50》� 水よう液Ａ～Ｄは，「食塩水，アンモニア水，塩酸，炭酸水」のいずれかです。
これらの水よう液に対して行った実験結果を表にまとめました。次の問いに答え
なさい。
水よう液 見た目 におい 水を蒸発させたとき

Ａ とうめい つんとしたにおい 何も残らなかった

Ｂ とうめい・あわが出ている なし ⑵
Ｃ とうめい つんとしたにおい 何も残らなかった

Ｄ とうめい なし 白い物が残った

青色

赤色1 2 3
青色
赤色

⑴ リトマス紙に，Ａの水よう液をつけると，2のような結果になりました。こ
の水よう液は何性を表しているか，書きなさい。また，Ａの水よう液は何か，
名前を書きなさい。
⑵ Ｂの水よう液からあわが出ていました。この水よう液を熱するとどうなるか，
次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア 白い固体が残った イ 黒い固体が残った ウ 何も残らなかった

せっかいすい

⑶ Ｂの水よう液から出てきた気体を集めた試験管に，石灰水を入れてふるとど
うなるか，書きなさい。
⑷ Ｂの水よう液にとけているものは何か，書きなさい。
⑸ 水の入ったペットボトルに⑷を入れてふると，ペットボトルがへこむのはなぜか，理由を書きなさい。
⑹ リトマス紙に，Ｃの水よう液をつけると，1のような結果になりました。この水よう液は何性を表し
ているか，書きなさい。また，Ｃの水よう液は何か，名前を書きなさい。
⑺ Ｄの水よう液をリトマス紙で調べると，どのように変化しますか。1～3の中から選び，番号を書き
なさい。また，Ｄの水よう液は何か，名前を書きなさい。

⑴
■

⑵
■
①

②

⑶

⑷

《25》� 塩酸の性質を調べるために，下の図のように，試験管に入れた塩酸にアルミニ
じょう はつ ざら

ウムを入れるとあわを出してとけました。その後，㋐の液を少量とり蒸発皿にとっ
て熱すると，固体が残りました。次の問いに答えなさい。

Ａ

ゴム球㋐の液
㋐
の
液塩酸

アルミニウム

⑴ ㋐の液を蒸発皿に少量とるときに使う，右の図の器具Ａを
何というか，書きなさい。
⑵ 器具Ａの使い方の注意点として，正しいものには○，正しくないものには×をつけなさい。
① 液体を安全に移動するために，ゴム球だけをつまんで持たないようにする。
② 液体をこぼさないようにするために，液体が入ったまま器具を移動するときには器具Ａの先を上に向ける。
⑶ 蒸発皿に残った固体を塩酸に入れるとあわは出るか出ないか，書きなさい。
⑷ ⑶の実験結果から蒸発皿に残った固体についてどのようなことがいえるか，次のア，イから選び，記
号を書きなさい。
ア この固体はアルミニウムである。 イ この固体はアルミニウムとは別のものである。

【大日本】7 水よう液の性質
Ｐ104～123，222，223

【東 書】10水溶液の性質とはたらき
Ｐ154～173，192～194 ／60 ／40

■

ア

イ

ウ

エ

オ

《25》

� 名

前

組 番 評

点

■知・技 思・判・表
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人感センサー

感知したら

オフ（明かりが消える）

感知しなく
なったら

オン（明かりがつく）

開始

こう

� 手回し発電機や光電池，コンデンサーについて正しいものには○，正しくない
ものには×をつけなさい。
ア 手回し発電機のハンドルを速く回したり，光電池に光を強く当てたりすると，

電流の大きさは大きくなる。
プラス

イ コンデンサーに電気をためるには，コンデンサーの＋たんしと手回し発電機
マイナス

の－極をつなぐ。

ウ コンデンサーにためた電気は，かん電池の電気と同じはたらきをする。

エ 実験で使い終わったコンデンサーは，＋たんしと－たんしをつないでおく。

� わたしたちの生活には，電気のはたらきを利用したものがたくさんあります。Ａ～Ｃのものは電気をど
のようなものに変えて利用しているか，次の からすべて選び，記号を書きなさい。ただし，同じ記
号を何回使ってもよい。 《15》

Ａ

Ｂ

Ｃ

ア 光を出すはたらきを利用している
イ 音を出すはたらきを利用している
ウ 熱を出すはたらきを利用している
エ ものを動かすはたらきを利用している

Ａ 照明

Ｂ ドライヤー

Ｃ テレビ

� 同じ量の電気をためたコンデンサーに豆電球や発光ダイオードをつなぎ，明かりのついている時間を調
べる実験をしました。下の表は実験結果をまとめたものです。次の問いに答えなさい。 《15》

１回目 2回目 3回目

Ａ 33秒 28秒 30秒

Ｂ 2分以上 2分以上 2分以上

⑴

⑵

⑶

－－たたんんしし－－たたんんしし

＋＋たたんんしし ＋＋たたんんしし

豆電球 発光ダイオード

⑴ 発光ダイオードの結果を表しているのは，表のＡ，Ｂのどちらか，記号を書
きなさい。

⑵ この実験からいえることは次のア，イのどちらか，記号を書きなさい。
ア 豆電球より発光ダイオードの方が，使う電気の量が少ないこと。

イ 豆電球より発光ダイオードの方が，使う電気の量が多いこと。

⑶ 生活の中の電灯が電球から発光ダイオードを使うものに変わってきているのはなぜか，理由を書きな

さい。

〔考えてみよう〕
右の例のように，人が近づくと明かりがつき，しばらく
すると消えるプログラムをつくると，発光ダイオードをつ
けたり消したりできます。例のように図や文章を使って，
他にどのようなプログラムをつくることができるか考えて
みましょう。

【大日本】10私たちの生活と電気
Ｐ170～193，224

【東 書】9 電気と私たちのくらし
Ｐ136～153，194 ／20 ／30

■

ア

イ

ウ

エ

《20》

（例）

� 名

前

組 番 評

点

■知・技 思・判・表
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� 地球上の水の状態や空気と生物の関わりについてまとめました。 《45》

⑴
■

1

2

3

4

5
⑵
■

⑶

⑷

⑴ 下の文の（ ）にあてはまる言葉を書きなさい。
じょう はつ

地球上の水は蒸発して（ 1 ）になり空気中にふくまれていく。空
気中の（1）は上空に運ばれて（ 2 ）になり，（ 3 ）や（ 4 ）
となって地上にもどってくる。地中にしみこんだ水は，植物の体をと
おって再び（1）となって，主に葉から空気中に出される。このこと
を（ 5 ）という。

⑵ 近年，地球の気温が少しずつ上がっています。これは，空気中の二酸化
炭素が増えていることが主な原因だと考えられています。このことによっ
て何が起きるか，次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア 気温が下がり，北極付近の氷が増えてしまい，ホッキョクグマが増え
てしまうこと。 じょうしょう

イ 気温が上がり，海水面が上昇し，島がしずんでしまうこと。
ウ 空気がよごれて，アルカリ性の雨が降ること。
⑶ ⑵のように，二酸化炭素が増えている原因として考えられることを書きなさい。
⑷ できるだけ二酸化炭素を出さない発電の方法を2つ書きなさい。

かいすいよく

� あさひさんは，家族で海水浴に出かけました。次の問いに答えなさい。 《55》

１
0.5

２

３

４

５

２１
２０
１９
１８
１７
１６

１４

２２
２3
２4 ０．６

０．０３

０．１

０．２

０．３

０．４

０．５
２１
２０
１９
１８
１７
１６

１４

２２
２3
２4

⑴
■

⑵
■

1

2

3

4

⑶

①

②

③ 性

⑷

⑸

番
号

理
由

酸素 二酸化炭素
ア イ ウ エ

⑴ ビーチボールをふくらませるために，息をふ
す

きこみます。吸う空気とはいた空気を，気体検
知管を使って調べると，右の図のア～エのよう
になりました。はいた空気を表しているのはど
れか，すべて選び，記号を書きなさい。
⑵ 昼ごはんにバーベキューをしました。あさひさんは食べたものがどのよ

きゅうしゅう
うに吸収されているかを次のようにまとめました。（ ）にあてはまる
言葉を下の から選び，記号を書きなさい。
食べ物は，口，（ 1 ）などを通る間に（ 2 ）され，小腸，大腸
で吸収される。吸収された養分は（ 3 ）によって全身に運ばれ，そ
の一部は（ 4 ）にたくわえられる。

ア 胃 イ じん臓 ウ 心臓 エ かん臓 オ 吸収
カ 消化 キ 血液 ク 水 ケ 肺 コ ぼうこう

⑶ あさひさんは海岸に地層を見つけたので，スケッチをしました。
そう

およそ1ⅿ

およそ1ⅿ
およそ0．5ⅿ

およそ1．5ⅿ

およそ1．5ⅿ

① どろの層に，貝がらを見つけました。このこと
から，どろの層ができた当時はどのようなところ
だったと考えられるか書きなさい。
② 一番上の層は，火山のはたらきでできた層でし
た。この層にはどのような石が多くふくまれてい
ますか。次のア，イから選び，記号を書きなさい。
ア 丸みをもっている石が多い
イ 角ばった石や小さな穴のあいている石が多い

青色

リトマス紙の実験結果③ 地層の土をとり，水にとかしてリトマス紙を使って調べてみると，右のよ
うな結果になりました。この土は何性か書きなさい。

⑷ あさひさんが片付けを始めると，大きな地震が起きました。どのような行動
をとればよいか，次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア 地震は気にせず，片付けを続ける。 イ 海からはなれて高い場所にひなんする。
ウ せっかくなので，海に近づいて観察をする。

月

太陽

東 南 西

⑸ あさひさんが，無事に家に着いて空を見上げると，右の図のような位置に月
が見られました。このときの月の形を，下の1～4の中から選び，番号を書き
なさい。また，その理由を書きなさい。

？

1 2 3 4

【大日本】11かけがえのない地球環境
Ｐ194～207

【東 書】11地球に生きる
Ｐ174～183

力だめし ／55 ／45

� 名

前
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点
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ど

� 平らにしたねん土の上にろうそくを立てて火をつけ，底のあいているびんをのせて，ろうそくの燃え方
を調べる実験をしました。次の問いに答えなさい。 （思考・判断・表現）《20》

⑴ ウ

⑵ ア

⑶ イ

⑷ 空気
（酸素は不可）

ア 集気びんの上と下を閉じる。イ集気びんの下をあける。ウ 集気びんの上と下をあける。⑴ 右の図ア～ウで，ろうそくの火が
もっとも長く燃え続けるのはどれか，
右のア～ウの中から選び，記号を書き
なさい。
⑵ 右の図ア～ウで，ろうそくの火が
もっとも早く消えるのはどれか，ア～ウの中から選び，記号を書きなさい。

ま

⑶ 図ウのねん土のすき間の近くに火のついた線こうを近づけると，線こうのけ
むりはどうなるか，次のア，イから選び，記号を書きなさい。
ア すき間から出てくる風によって，すき間から遠ざかるように流れる。
イ すき間からびんの中に入っていく。
⑷ この実験からいえることを，下の文にまとめました。（ ）にあてはまる言葉を書きなさい。

びんの中で，ものが燃え続けるには，常に（ ）が入れかわる必要がある。

� 酸素，二酸化炭素，ちっ素には，ものを燃やすはたらきがあるか調べました。 （知識・技能）《35》
⑴
■ イ

⑵
■

酸素 イ
二酸化
炭素 ア

ちっ素 ア

⑶
■

① ちっ素

② 酸素

③ 二酸化炭素

次の問いに答えなさい。
⑴ ボンベから気体を集める方法として，もっとも適したものはどれか，次のア
～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア イ ウ

⑵ 酸素，二酸化炭素，ちっ素をそれぞれ別のびんに集め，火のついたろうそく
をそれぞれのびんの中に入れました。それぞれの気体について，実験の結果を
次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。ただし，同じ記号を何回使って
もよい。
ア ろうそくの火はすぐに消えた。
イ ろうそくのほのおが大きくなって明るくなり，やがて消えた。
ウ ろうそくのほのおが青くなり，やがて消えた。

わりあい

⑶ 右の図は空気中にふくまれる気体の種類と体積の割合について
表しています。①～③にあてはまる気体は何か書きなさい。

� 下のア～エのように，ろうそくを燃やす前と燃やした後の空気のちがいに（⑴知識・技能 ⑵～⑷思考・判断・表現）《40》

⑴
■

酸
素
前 イ

後 ア
二
酸
化
炭
素

前 ウ

後 エ

⑵
気体 二酸化炭素

変化 白くにごる

⑶ 燃やした後

⑷
ものが燃えると
酸素の一部が使われ
て二酸化炭素ができ
る。 （教師判断）

ついて調べました。次の問いに答えなさい。

２１

２０

１９

１８

２２

２3

２4

２１
２０
１９
１８
１７
１６

１４

２２
２3
２4 ０．６

０．０３

０．１

０．２

０．３

０．４

０．５

１
0.5

２

３

４

５

燃やす前の空気 燃やした後の空気

Ａ Ｂ

何も入れない。 火が消えたら，取り出す。

ア イ ウ エ

⑴ ろうそくを燃やす前と燃やした後の気体の体積の割合を気体検知管で調
べました。ろうそくを燃やす前と燃やした後の酸素と二酸化炭素の値はそ
れぞれどうなるか，上のア～エの中から選び，記号を書きなさい。

せっかいすい

⑵ この実験で，石灰水を使いました。石灰水を使って調べることができる
気体は何か，書きなさい。また，その気体があると石灰水はどのような変
化が起こるか，書きなさい。
⑶ ろうそくを燃やす前と燃やした後のそれぞれのびんの中に石灰水を入れ
てふたをしてふりました。ろうそくを燃やす前と燃やした後のびんのどち
らの石灰水が反応するか，書きなさい。
⑷ これらの実験からいえることは何ですか。「ものが燃えると」という言葉に続けて書きなさい。

イア

� キャンプファイヤーでは，木を図ア
のように組み上げます。なぜ図イのよ
うに組むのではなく，図アのように組
むのでしょうか。理由を書きなさい。

／55 ／45

【大日本】1 ものの燃え方
Ｐ6～21，218，219

【東 書】1 物の燃え方と空気
Ｐ10～25，190，191

空気が入れかわり，木がよく燃え
るから。 （教師判断）

（思考・判断・表現）《5》

（ ① ） （ ② ）

（ ③ ）とそのほかの気体

100%9080706050403020100
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前
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� ご飯をつぶして，Ａ（だ液を加えたもの）とＢ（水を加えたもの）のふくろを用意し，約40℃の湯に5
分ほど入れた後，ヨウ素液を加えて色の変化を調べました。次の問いに答えなさい。（⑴⑷知識・技能 ⑵⑶思考・判断・表現）《20》

約40℃の湯

A（だ液） B（水）⑴
■ 青むらさき 色

⑵ Ａ

⑶

ふくろの中が人
の体温と同じ温
度になるように
するため。

（教師判断）
⑷
■ 消化

⑴ ヨウ素液はでんぷんがあると何色になる性質がありますか。
⑵ 湯につけた後，5分ほどたってからヨウ素液を入れました。
色が変わるのはＡ（だ液を加えたもの）とＢ（水を加えたも
の）のどちらか，Ａ，Ｂから選び，記号を書きなさい。
⑶ Ａ（だ液を加えたもの）とＢ（水を加えたもの）を約40℃
の湯に入れるのはなぜか，理由を書きなさい。
⑷ 食べものが歯でかみくだかれて細かくなったり，だ液の

きゅうしゅう

はたらきで変化したりして体に吸収されやすい養分に変化
することを何というか，書きなさい。

す

� ポリエチレンのふくろにまわりの空気をあつめたものと息をふきこんだものをつくり，吸う空気と
はいた空気のちがいを調べました。次の問いに答えなさい。 （⑴⑶知識・技能 ⑵思考・判断・表現）《35》

２１

２０

１９

１８

２２

２3

２4

２１
２０
１９
１８
１７
１６

１４

２２
２3
２4 ０．６

０．０３

０．１

０．２

０．３

０．４

０．５

１
0.5

２

３

４

５

⑴
■

吸う
空気 イ

はいた
空気 エ

⑵
吸う
空気 変化なし

はいた
空気

白く
にごった

⑶
■

Ａ ウ

Ｂ イ

Ｃ オ

ア イ ウ エ⑴ 右の図は気体検知管で吸う空気とはいた空気を
調べた結果です。吸う空気とはいた空気のうち二

わりあい

酸化炭素の割合を表しているのはどれか，図のア
～エの中から選び，それぞれ記号を書きなさい。
⑵ 吸う空気とはいた空気を集めたそれぞれのふく

せっかいすい

ろの中に，石灰水を入れてよくふりました。それ
ぞれの石灰水はどのようになったか，書きなさい。
⑶ 人が空気を吸ったり，はいたりするはたらきについて，（ ）にあてはま
る言葉を下の の中から選び，記号を書きなさい。

人は空気を吸ったり，はいたりして，空気中の（ Ａ ）の一部をとり入
れ，（ Ｂ ）を出している。生物が（Ａ）をとり入れ，（Ｂ）を出すことを
（ Ｃ ）という。

ア ちっ素 イ 二酸化炭素 ウ 酸素 エ 運動 オ 呼吸

� 口からとり入れた食べものの消化・吸収について調べました。次の問いに答えなさい。 （知識・技能）《30》
ぞう き

⑴
■

① 肺

② かん臓

③ 胃

⑵
■
Ａ エ

Ｂ ア
⑶
■ 消化管

①

②

③

⑴ 図の①～③の臓器の名前を書きなさい。
⑵ 次のＡ，Ｂのはたらきをする臓器はどれか，
下の の中から選び，記号を書きなさい。
Ａ 体の中で不要になったものや，余分な水分を血液中
からこし出す。
Ｂ 血液を全身にじゅんかんさせて，酸素や二酸化炭素
や体に不要なものを運ぶ。

しんぞう ぞう ぞう

ア 心臓 イ かん臓 ウ ぼうこう エ じん臓

⑶ 口からこう門まで続く，食べものの通り道を何というか，書きなさい。

� 体をめぐる血液のはたらきについてまとめました。（ ）にあてはまる言葉を下の から選び，記
号を書きなさい。 （知識・技能）《10》

■
Ａ ウ

Ｂ ア

血液は心臓のはたらきによって全身に送られて，再び心臓に戻ってくる。
心臓の動きを（ Ａ ）といい，それによって起こる血管の動きを（ Ｂ ）と
いう。

みゃく

ア 脈はく イ 回転 ウ はく動 エ けいれん

魚であるマグロはえらを使って呼吸
をしていて，水中にとけている酸素
を取り入れているから。 （教師判断）

（思考・判断・表現）《5》� クジラは，ふだんは海の中で生活していますが，呼吸のために
海面に出てくることがあります。一方，マグロはいつも海の中で
生活していて，呼吸のために海面に出てくることはありません。
その理由について「酸素」という言葉を使って書きなさい。

【大日本】3 人やほかの動物の体のつくりとはたらき
Ｐ32～55，218

【東 書】2 動物のからだのはたらき
Ｐ26～45，190 ／75 ／25
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� 根ごとほり上げたホウセンカを，図のように色水にひたして，水の通り道を （知識・技能）《25》
⑴
■ 水の蒸発

⑵
■

ア Ｂ

イ Ｃ

ウ Ｆ

⑶
■ ウ

調べました。次の問いに答えなさい。
⑴ だっし綿をつけた理由について，下の文の（ ）にあてはまる言葉を書き
なさい。
ホウセンカのくきを固定し，（ ）をふせぐため。

図

ア

イ ウ

初
め
の
水
面
の
位
置

だ
っ
し
綿

ア イ ウ
Ａ Ｃ Ｅ

Ｂ Ｄ Ｆ

⑵ ホウセンカを切って観察し，左の表
を作りました。左の表のア～ウにあて
はまる断面をそれぞれ下のＡ～Ｆの中
から選び，記号を書きなさい。

⑶ 三角フラスコ内の水面の位置は，どうなりましたか。次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア 初めの水面の位置より上がった。 イ 初めの水面の位置と同じだった。 ウ 初めの水面の位置より下がった。

� 晴れた日の朝，図1のように葉をつけたままのホウセンカと，葉をとり去った （知識・技能）《35》
と

⑴
■ エ

⑵
■
① イ

② ウ

⑶
■ 蒸散

⑷
■ 気孔

⑸
■ 裏側

⑹
■ イ

ホウセンカにふくろをかぶせ，ふくろの口をしっかり閉じて観察をしました。
次の問いに答えなさい。

図1

ＡＡ ＢＢ

図2

あな

穴

⑴ ふくろについていた水てきを集めた結果として，もっ
とも適したものはどれか，次のア～エから選び，記号を
書きなさい。
ア Ａ，Ｂともに40mL イ Ａ，Ｂともに5mL
ウ Ａは5mL，Ｂは40mL エ Ａは40mL，Ｂは5mL
⑵ ⑴の結果からどのようなことがいえるか。（ ）に
あてはまる言葉を下の から選び，記号を書きなさい。
根からくきを通ってきた水は，主に（ ① ）から

（ ② ）となって出ていく。
ア くき イ 葉 ウ 水蒸気 エ 湯気

⑶ ⑵のような植物のはたらきを何というか，書きなさい。きょう
⑷ Ａの葉のうすい皮のプレパラートを作り，けんび鏡で観察しました。図2の

あな

ような小さな穴がたくさん見られました。この穴を何というか，書きなさい。
うら

⑸ 観察に用いた葉の表面の皮は，表側と裏側のどちらですか。
かくだい

⑹ 葉の表面の皮を約400倍に拡大して観察するとき，何を使うか，次のア～エの中から選び，記号を書
きなさい。 そうがんじったい きょう そうがんきょう
ア 虫めがね イ けんび鏡 ウ 双眼実体けんび鏡 エ 双眼鏡

にっこう

CB

A

アルミニウムはく

1日目の午後 2日目の朝 5時間後
ヨウ素液� 植物の葉に日光が当たるとデン （思考・判断・表現）《35》

⑴ ア

⑵ Ｃの葉と区別するため。
（教師判断）

⑶
日光を当てる前の葉に
デンプンがあるか調べ
るため。 （教師判断）

⑷

Ａ ×

Ｂ ○

Ｃ ×

⑸
葉に日光が当たると植
物ではデンプンがつく
られる。 （教師判断）

プンができるか調べるために図の
ような実験を行いました。次の問
いに答えなさい。
⑴ 実験を始める前にアルミニ
ウムはくをかぶせるのはなぜ
ですか。次のア～ウの中から
選び，記号を書きなさい。
ア 葉に日光が当たらないようにするため。
イ 葉を温めるため。
ウ 葉に虫がつかないようにするため。
⑵ Ｂの葉に切れこみを入れたのはなぜか，理由を書きなさい。
⑶ Ａの葉について調べるのはなぜか，理由を書きなさい。
⑷ デンプンがあるか調べたときに上の図のＡ～Ｃの葉で，デンプンがある
ものには○，ないものには×をつけなさい。
⑸ この実験からいえることを「日光」という言葉を使って書きなさい。

ほ ぞん

根から水をすい上げて，水がくきや葉の通り道を通って運ば
れ，すみずみまでいきわたるから。 （教師判断）

（思考・判断・表現）《5》� コマツナを保存するとき，葉の根本
をしめらせたキッチンペーパーなどで
包むと，長く保存することができます。
それはなぜか，理由を書きなさい。

【大日本】2，4 植物の体のつくりとはたらき①，②
Ｐ22～31，56～69，221

【東 書】3 植物のからだのはたらき
Ｐ46～59，188 ／60 ／40
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� 下の図は「食べる・食べられる」の関係について表したものです。次の問いに答えなさい。（知識・技能）《40》

ヘビ

モンシロチョウ
の幼虫

ようちゅう

キャベツ

イカダモ

カエル

やご

メダカ

ミジンコ

⑴
■ 図中に記入

⑵
■ 食物連鎖

⑶
■ 草食動物

⑷
■ 肉食動物

（1本につき5点）

⑴ 右の図の中に食べられるものか
ら食べるものに向けて矢印（→）
を入れて，つなぎましょう。ただ
し，矢印の数は5本入れることと
する。
⑵ 図のような「食べる・食べられ
る」のような生物の間のつながり
のことを何というか，書きなさい。
⑶ 植物だけを食べる動物を何とい
うか，書きなさい。
⑷ 動物だけを食べる動物を何とい
うか，書きなさい。

⑴

日光が当たって
いるときと当
たっていないと
きを比べるため。

（教師判断）

⑵ イ

⑶
とり入れる
気体 イ
出す
気体 ア

⑷ 呼吸

⑸

植物が二酸化炭
素をとり入れて，
酸素を出してい
るから。

（教師判断）

（思考・判断・表現）《30》� 晴れた日に，2つのホウセンカのはちに切り口の入ったふくろをかぶせ，切り
口から息を数回ふきこみました。それぞれの酸素と二酸化炭素の量を調べた後，
一方のはちはそのまま日なたに，もう一方のはちは箱でおおいをしました。1時
間置いたところ，酸素と二酸化炭素の量は下の表のようになりました。次の問い
に答えなさい。

➡ ➡

日なたに置いたはち 箱でおおいをしたはち
時刻 酸素 二酸化炭素 酸素 二酸化炭素

11時実験開始 17％くらい 4％くらい 17％くらい 4％くらい
12時 19％くらい 2％くらい 16％くらい 5％くらい

⑴ 箱でおおいをするのはなぜか，理由を書きなさい。
⑵ 切り口から息を数回ふきこむのはなぜか，次のア～ウの中から選び，記号を
書きなさい。 わりあい

ア 袋の中を温めるため。 イ 袋の中の二酸化炭素の割合を増やすため。
ウ 袋の中の酸素の割合を増やすため。
⑶ 実験結果から，日光が当たっているときに植物がとり入れる気体と出す気体
はそれぞれ何だといえますか。気体の名前を次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア 酸素 イ 二酸化炭素 ウ ちっ素

⑷ 箱でおおいをしたはちの実験結果から，植物が何を行ったといえるか，書きなさい。
⑸ 動物が⑷をしたり，人がものを燃やしたりしても，酸素が空気中からなくならないのはなぜか，
「酸素」，「二酸化炭素」という言葉を使って書きなさい。

■

Ａ ア

Ｂ エ

Ｃ オ

（知識・技能）《15》� 下の文は地球上の水の状態や空気と生物の関わりについてまとめたものです。
（ ）にあてはまる言葉を下の から選び，記号を書きなさい。
水は生物の体にとり入れられたり，生活で使われたりすることで生物と関

はい しゅつ じょう はつ

わっている。排出された水は，蒸発して（ Ａ ）になり空気中にふくまれて
いく。空気中の（Ａ）は上空に運ばれて（ Ｂ ）になり，（ Ｃ ）や雪となっ
て地上に戻ってくる。このように水はじゅんかんしている。

すい じょう き じょう さん

ア 水蒸気 イ 空気 ウ 海 エ 雲 オ 雨 カ 蒸散

ものを燃やす

B A

呼吸
こ きゅう

B A

日光が当たる

B A

呼吸
こ きゅう

B A

Ａ 酸素

Ｂ 二酸化炭素

理
由
人間の活動でものをたくさん燃
やしているから。 （教師判断）

（思考・判断・表現）《15》
� 右の図は，空気を通した生物どうしの
関わりを表した図です。Ａの気体とＢの
気体は，それぞれ何を表しているか書き
なさい。
また，Ｂの気体は増えてきているとい
われています。その理由も書きなさい。

【大日本】5 生物と地球環境
Ｐ70～91

【東 書】4 生き物どうしのかかわり
Ｐ60～75 ／55 ／45
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� 月や太陽についてくわしく調べました。次の問いに答えなさい。 （⑴⑵知識・技能 ⑶思考・判断・表現）《25》

⑴
■ ウ
⑵
■ ア

⑶

① ×

② ○

③ ×

⑴ 月の表面のようすを調べるとき，何を使えばよいですか。次のア～エの中か
ら選び，記号を書きなさい。

きょう
ア けんび鏡 イ しゃ光板 ウ 望遠鏡 エ 虫めがね

⑵ 月の表面には，丸いくぼみが見られます。この丸いくぼみを何といいますか。

次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア クレーター イ 黒点 ウ プロミネンス

⑶ 次の①～③の月や太陽について，正しいものには○，正しくないものには×
をつけなさい。

① 月は自ら光を出している。

② 月や太陽の位置を調べるには，方位と高さを調べる必要がある。

③ 月や太陽を観察して記録をするときには，建物や木はかかず，月や太陽だけをかく。

� 地球から見た太陽，月の位置や見え方についてまとめました。次の問いに答え （⑴知識・技能 ⑵～⑸思考・判断・表現）《４5》

⑴
■

1 ア

2 ウ

3 イ

4 キ

5 オ

⑵
1→ 3 → 2
→ 5 → 4 →1

⑶ 4

⑷ 半月（下弦の月）

⑸
太陽が月の東側
にあるから。

（教師判断）

（
完
答
）

なさい。

ウ
エ イ

ア 太
陽

オ

カ ク 太陽の光
キ

⑴ 下の図1～5の月が見えるのは，左の図で月がア～
クのどの位置にあるときか，記号を書きなさい。
1 2 3 4 5

⑵ ⑴の図1～5の月は，地球から見るとどの順番に形が変わっていきますか。
1から始まり1にもどるまでを，正しい順番に番号をならべなさい。
⑶ 月？

太陽

東 南 西

右の図のような位置に月が見えました。このとき，

月は⑴の，図1～5のどの形をしていると考えられ
るか，番号を書きなさい。

⑷ ⑶の月の名前を書きなさい。
⑸ ⑶の形を選んだ理由を「太陽」という言葉を使っ
て書きなさい。

� 月の形についてまとめました。（ ）にあてはまる言葉を下の から選び，記号を書きなさい。

■

① ア

② キ

③ ウ

④ オ

月のかがやいている側に，太陽がある。月の形が日によって変わって見え

るのは，月と太陽の（ ① ）が毎日少しずつ変わっていくからである。太陽
と（ ② ）に月があるとき，月が見えない。これを（ ③ ）という。月の形

しんげつ
の変化（新月から次の新月まで）は，約（ ④ ）日でくり返される。

（知識・技能）《20》

ア 位置関係 イ 形 ウ 新月 エ 満月

オ 30 カ 15 キ 同じ方向 ク 反対方向
よ さ ぶ そん はい く

� 与謝蕪村の俳句に次のようなものがあります。次の問いに答えなさい。 （思考・判断・表現）《10》

⑴ 夕方

⑵ 満月

菜の花や 月は東に 日は西に

⑴ この俳句がよまれたのは，朝，昼，夕方のいつか書きなさい。

⑵ この俳句の月は，どのような形だと考えられるか書きなさい。

【大日本】6 月と太陽
Ｐ94～103

【東 書】5 月の形と太陽
Ｐ78～89 ／55 ／45
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7.5ｍ 赤い茶色

0.6ｍ

9.1ｍ

2.1ｍ

0.5ｍ

茶色

こい灰色

うすい茶色

灰色

A

B

C

D
E

砂とどろ どろ

砂

砂

どろ

も よう

� がけのようすや，しま模様を調べるために，観察にでかけました。次の問いに答えなさい。（知識・技能）《25》

⑴
■

ア ×

イ ○

ウ ○

エ ×
⑵
■ 地層

⑴ 観察をするときに気をつけることとして正しいものには○，正しくないもの
には×をつけなさい。
ア 暑い日は動きやすいように半そで半ズボンで行く。
イ しま模様をつくっているものを採取できる場合は，必要な量だけ採取する。
ウ しま模様をつくっているものを採取するときは，保護めがねをする。
エ がけの奥の模様を調べるためにスコップでできるだけ奥までほり進める。

そう

⑵ しま模様に層が重なり合って広がっている土地のつくりを何というか，書き
なさい。

（⑴～⑸知識・技能 ⑹⑺思考・判断・表現）
� 図はボーリング試料を使って地下の様子を調べたときの記録です。次の問いに答えなさい。 《50》

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

⑴
■ 化石

⑵
■

① どろ

② 砂

③ れき

⑶
■
② 砂岩

③ れき岩
⑷
■ 火山灰
⑸
■ イ

⑹ ア

⑺ 海（水）の中だっ
た。 （教師判断）

ア イ ウ

⑴ 図のようなしま模様の中から動物の足あとが見つかりま
した。動物や植物の一部，動物のすみかなど，このような
ものを何というか，書きなさい。
⑵ しま模様の層の中に次の特ちょうをもったつぶがふくま
れていました。次の①～③のつぶの種類を書きなさい。
① つぶの大きさが小麦粉程度（0．06㎜以下）
② つぶの大きさがグラニュー糖程度（0．06㎜～2㎜）
③ つぶの大きさがゴマつぶ程度（2㎜以上）
⑶ ⑵の②，③のつぶがもとになってできた岩石を何という
か，それぞれ書きなさい。
⑷ Ａの層は火山のふん火でふり積もってできました。ふり
積もったものを何というか，書きなさい。

そうがんじったい

⑸ Ａの層のボーリング試料をペトリ皿にとり，双眼実体け
きょう

んび鏡で観察しました。つぶのようすとして正しいものを
次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア どのつぶも丸みを帯びている。
イ どのつぶも角ばっている。
ウ 丸みを帯びたつぶと角ばっているつぶが混ざっている。
⑹ 調べた場所の50ｍほど北の地点では，しま模様はど
のようになっていると考えられるか。もっとも適当な
ものを右のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
⑺ Ｃの層から貝が見つかりました。このことからＣの層ができたのはどのようなところだったと考えら
れるか，書きなさい。

そう ち すな

� 図のような装置で，水を入れた容器に砂とどろを混ぜたものを流しこむ実験を （思考・判断・表現）《25》

⑴ イ

⑵ イ

⑶
Ａ イ

Ｂ エ

⑷ ア

行いました。次の問いに答えなさい。

砂とどろを
混ぜたもの

水を入れた容器

⑴ 水を入れた容器に砂とどろを流しこむとどのように
なるか，次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア イ ウ

⑵ ⑴のあともう一度，砂とどろを流しこむとどのようになるか，次のア～エの
中から選び，記号を書きなさい。
ア イ ウ エ

⑶ 下の文は，この実験からいえることをまとめたものです。（ ）にあてはまる言葉を，下の か
ら選び，記号を書きなさい。
土地に見られるしま模様は，（ Ａ ）のはたらきによって運ぱんされた土砂が，（ Ｂ ）などに層
になって積み重なってできた。
ア 風 イ 流れる水 ウ ふん火 エ 海底 オ 山頂

⑷ 運ぱんされた土砂を双眼実体けんび鏡で観察しました。つぶのようすとして正しいものを次のア～ウ
の中から選び，記号を書きなさい。
ア どのつぶも丸みを帯びている。 イ どのつぶも角ばっている。 ウ 丸みを帯びたつぶと角ばっているつぶが混ざっている。

【大日本】8 土地のつくりと変化［1］
Ｐ124～141，220

【東 書】6 大地のつくり
Ｐ90～105 ／６５ ／３５
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じ しん

� 次の文は，火山や地震についての説明です。 （知識・技能）《25》

■

ア × イ ○

ウ ○ エ ×

オ ○

正しいものには○，正しくないものには×をつけなさい。
ア 地震が起きると土地が沈むことはあるが持ち上がることはない。
イ 大きな地震のときは，断層が地表に現れることがある。
ウ 火山でふん火して出てきたものが町にとんでくることがある。
エ 地震はいつ起きるかわからないので，対策することはできない。
オ 海底の火山がふん火すると新しい島ができることがある。

� 火山や地震のはたらきによって，土地のようすが変化していくことについて， （知識・技能）《55》

・温泉がわく。
・わき水がわく。
・美しい景観をも
たらす。
・火山灰がつもっ
た土で野菜を栽
培できる。
・熱を利用して発
電できる。

（教師判断）

⑴
■

ア 地震

イ 火山

ウ 地震

エ 火山

⑵
■

Ａ ア

Ｂ ウ

Ｃ エ

⑶
■

⑷
■
Ａ イ

Ｂ エ

（
順
不
同
）

�
�
�
�
�

次の問いに答えなさい。
⑴ 下の写真ア～エは，火山や地震のはたらきで起こった土地の変化です。それ
ぞれ，どんなはたらきで起こったのか，火山か地震のどちらかを書きなさい。

兵庫県 淡路市兵庫県 淡路市
ひょう    ごひょう    ご あわ    じあわ    じ

ア

西之島 東京都西之島 東京都2021年9月2021年9月
にし の     しまにし の     しま とう   きょうとう   きょう

イ

宮城県 栗原市宮城県 栗原市
みや ぎみや ぎ くり    はらくり    はら

ウ

長野県、岐阜県長野県、岐阜県2014年9月2014年9月
なが のなが の ぎ     ふぎ     ふ

エ

⑵ 次の文の（ ）の中にあてはまる言葉を下の から選び，記号を書き
なさい。

土地は，火山活動によって（ Ａ ）や（ Ｂ ）をふき出して変化したり，
新しくつくり出されたりする。（Ａ）や（Ｂ）がふき出るところを（ Ｃ ）
という。

か ざんばい

ア 火山灰 イ れき岩 ウ よう岩 エ 火口 オ ハザード

⑶ 火山があることでよいこともあります。それはどのようなことか，2つ書き
なさい。
⑷ 次の文の（ ）の中にあてはまる言葉を下の から選び，記号を書き
なさい。

土地に大きな力がはたらき，地震が起こる。大きな地震のときは，土地
のずれが起きることがある。このずれを（ Ａ ）という。海底で大きな地

ひ がい

震が起きると（ Ｂ ）が発生して大きな被害をもたらすことがある。
だんれつ つ なみ

ア 断裂 イ 断層 ウ 洪水 エ 津波

（思考・判断・表現）《10》

ア 津波がきて被害を受ける。
など （教師判断）

イ 土砂崩れが起きる。
など （教師判断）

イ

ア

� 右の絵は，ある町のようす
です。ア，イのところには，
どのような災害が起きると考
えられるか，それぞれ書きな
さい。

（思考・判断・表現）《10》
� 災害に備えてどのような準備をしておくとよいか，
考えを2つ書きなさい。

【大日本】8 土地のつくりと変化［2］
Ｐ142～151

【東 書】7 変わり続ける大地
Ｐ106～119 ／80 ／20

・避難場所を確認しておく。
・非常食を準備しておく。
など

（教師判断）

� 名

前

組 番 評

点

■知・技 思・判・表

年 令6理科
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� 図1，2は，てこを利用しておもりを持ち上げているようすです。（⑴～⑶知識・技能 ⑷⑸思考・判断・表現）《40》

⑴
■

Ａ 作用点

Ｂ 支点

Ｃ 力点
⑵
■ 図 2
⑶
■ ウ

⑷
① 長い

② 短い

⑸
Ｂの位置を，Ａ
に近づける。

（教師判断）

図1
Ａ Ｂ Ｃ

図2
ＣＢＡ

ア イ ウ

次の問いに答えなさい。
⑴ 図1，2のＡ，Ｂ，Ｃの位置をそれぞれ何とい
うか，書きなさい。
⑵ 図1と図2では，どちらの方が小さな力でおも
りを持ち上げることができるか，番号を書きなさ
い。
⑶ 図2のように，ＢとＣの位置を変えないでＡの
位置をアからウへと順に動かすと，どれが一番手
ごたえが小さいか，ア～ウの中から選び，記号を
書きなさい。
⑷ この実験でいえることをまとめました。（ ）
にあてはまる言葉を書きなさい。
てこを使っておもりを持ち上げるとき，ＢからＣまでのきょりが（ ① ）
ほど，またＢからＡまでのきょりが（ ② ）ほど，小さな力で持ち上げるこ
とができる。

⑸ 図1で，ＡとＣの位置を変えずに，より小さな力でおもりを持ち上げるには
どうしたらよいか，書きなさい。

� 下の図は，実験用てこを使って，手ごたえの変わり方のきまりを調べていると （思考・判断・表現）《25》

⑴（ 右 ）にかたむく

⑵（ 左 ）にかたむく

⑶

目盛り 1 に 120�

目盛り 2 に 60 �

目盛り 3 に 40 �

（
順
不
同
・
各
完
答
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�

（目盛り「6」に「20」�も可）

ころです。次の問いに答えなさい。
〈実験方法〉

め も

実験用てこの左うでの目盛り2に
おもりを1個または3個つるし，
右うでの支点に近い方から順にお
もりをつるして，うでのかたむく
ようすを調べる。
（おもり1個は10�）

左うでの目盛り2におもり
1個をつるしたとき図1 左うでの目盛り2におもり

3個をつるしたとき図2

⑴ 図1のように，左うでの目盛り2におもり1個をつるし，右うでの目盛り3
におもりを1個つるしました。うでは左と右のどちらにかたむくか，書きなさ
い。
⑵ 図2のように，左うでの目盛り2におもり3個をつるし，右うでの目盛り5におもりを1個つるしま
した。うでは左と右のどちらにかたむくか，書きなさい。
⑶ 左うでの目盛り4におもりを30�つるしたとき，水平につり合うには，右うでのどこにおもりを何�
つるせばよいですか。3通りまで考えて， にあてはまる数を書きなさい。ただし，目盛り4は使
わない。

� 下の図は，それぞれてこのはたらきを利用した道具です。 （⑴～⑶⑸知識・技能 ⑷思考・判断・表現）《35》

⑴
■

力
点 イ
支
点 ウ
作
用
点

ア
⑵
■ エ
⑶
■ ア

⑷ ア
⑸
■ イ，エ

（
完
答
）

次の問いに答えなさい。

ア イ

エ
図1 図2

イイア
ウ

オ

図3

⑴ 図1のピンセットの力点，支点，作
用点はそれぞれどこにあるか，ア～ウ
の中から選び，記号を書きなさい。
⑵ 図2のくぎぬきのエとオのどちらを
持つと，図2のときよりも小さな力で，
くぎをぬくことができるか，記号を書
きなさい。
⑶ 図3のはさみで切るとき，アとイの
どちらの方が小さな力で切ることがで
きるか，記号を書きなさい。
⑷ ⑶のようになる理由として正しいも
のを，次のア～エの中から選び，記号
を書きなさい。
ア 支点から力点のきょりは同じだが，支点から作用点のきょりが短くなるから。
イ 支点から力点のきょりは同じだが，支点から作用点のきょりが長くなるから。
ウ 支点から作用点のきょりは同じだが，支点から力点のきょりが短くなるから。
エ 支点から作用点のきょりは同じだが，支点から力点のきょりが長くなるから。
⑸ 図の道具以外に生活の中で，てこのはたらきを利用した道具を，次のア～エの中からすべて選び，記
号で書きなさい。
ア つまようじ イ せんぬき ウ ものさし エ トング

【大日本】9 てこのはたらき
Ｐ152～169

【東 書】8 てこのはたらきとしくみ
Ｐ120～135 ／55 ／45

� 名

前

組 番 評

点

■知・技 思・判・表

年 令6理科

※無断で複写・複製をすることを禁じます。

8
《全問各5》

見
本



� 薬品やリトマス紙のあつかい方と実験の注意について，正しいものには○，正
しくないものには×をつけなさい。
ア 実験でリトマス紙を使うときは，直接手でていねいにとりだすようにする。
イ 液体のにおいを調べるときは，直接かがず手であおぐようにする。

じょうはつ
ウ 液体を熱するときは，液体がすべて蒸発するまで熱する。
エ 手などに薬品がついたら，かわいたタオルでよくふきとる。 ぼう

オ リトマス紙で調べるとき，調べる液体を変える場合は，ガラス棒（かくはん
あら

棒）を水で洗う。

⑴
■

何
性 アルカリ 性
名
前 アンモニア水

⑵
■ ウ

⑶
■
白くにごる。

（教師判断）

⑷ 二酸化炭素

⑸
二酸化炭素が水
にとけたから。

（教師判断）

⑹
何
性 酸 性
名
前 塩酸

⑺
変
化 3
名
前 食塩水

（⑴～⑶知識・技能 ⑷～⑺思考・判断・表現）《50》� 水よう液Ａ～Ｄは，「食塩水，アンモニア水，塩酸，炭酸水」のいずれかです。
これらの水よう液に対して行った実験結果を表にまとめました。次の問いに答え
なさい。
水よう液 見た目 におい 水を蒸発させたとき

Ａ とうめい つんとしたにおい 何も残らなかった

Ｂ とうめい・あわが出ている なし ⑵
Ｃ とうめい つんとしたにおい 何も残らなかった

Ｄ とうめい なし 白い物が残った

青色

赤色1 2 3
青色
赤色

⑴ リトマス紙に，Ａの水よう液をつけると，2のような結果になりました。こ
の水よう液は何性を表しているか，書きなさい。また，Ａの水よう液は何か，
名前を書きなさい。
⑵ Ｂの水よう液からあわが出ていました。この水よう液を熱するとどうなるか，
次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア 白い固体が残った イ 黒い固体が残った ウ 何も残らなかった

せっかいすい

⑶ Ｂの水よう液から出てきた気体を集めた試験管に，石灰水を入れてふるとど
うなるか，書きなさい。
⑷ Ｂの水よう液にとけているものは何か，書きなさい。
⑸ 水の入ったペットボトルに⑷を入れてふると，ペットボトルがへこむのはなぜか，理由を書きなさい。
⑹ リトマス紙に，Ｃの水よう液をつけると，1のような結果になりました。この水よう液は何性を表し
ているか，書きなさい。また，Ｃの水よう液は何か，名前を書きなさい。
⑺ Ｄの水よう液をリトマス紙で調べると，どのように変化しますか。1～3の中から選び，番号を書き
なさい。また，Ｄの水よう液は何か，名前を書きなさい。

⑴
■（こまごめ）ピペット

⑵
■
① ○

② ×

⑶ 出ない

⑷ イ

（⑴⑵知識・技能 ⑶⑷思考・判断・表現）《25》� 塩酸の性質を調べるために，下の図のように，試験管に入れた塩酸にアルミニ
じょう はつ ざら

ウムを入れるとあわを出してとけました。その後，㋐の液を少量とり蒸発皿にとっ
て熱すると，固体が残りました。次の問いに答えなさい。

Ａ

ゴム球㋐の液
㋐
の
液塩酸

アルミニウム

⑴ ㋐の液を蒸発皿に少量とるときに使う，右の図の器具Ａを
何というか，書きなさい。
⑵ 器具Ａの使い方の注意点として，正しいものには○，正しくないものには×をつけなさい。
① 液体を安全に移動するために，ゴム球だけをつまんで持たないようにする。
② 液体をこぼさないようにするために，液体が入ったまま器具を移動するときには器具Ａの先を上に向ける。
⑶ 蒸発皿に残った固体を塩酸に入れるとあわは出るか出ないか，書きなさい。
⑷ ⑶の実験結果から蒸発皿に残った固体についてどのようなことがいえるか，次のア，イから選び，記
号を書きなさい。
ア この固体はアルミニウムである。 イ この固体はアルミニウムとは別のものである。

【大日本】7 水よう液の性質
Ｐ104～123，222，223

【東 書】10水溶液の性質とはたらき
Ｐ154～173，192～194 ／60 ／40

■

ア ×

イ ○

ウ ×

エ ×

オ ○

（知識・技能）《25》

� 名

前

組 番 評

点

■知・技 思・判・表

年 令6理科
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人感センサー

感知したら

オフ（明かりが消える）

感知しなく
なったら

オン（明かりがつく）

開始

こう

� 手回し発電機や光電池，コンデンサーについて正しいものには○，正しくない
ものには×をつけなさい。
ア 手回し発電機のハンドルを速く回したり，光電池に光を強く当てたりすると，

電流の大きさは大きくなる。
プラス

イ コンデンサーに電気をためるには，コンデンサーの＋たんしと手回し発電機
マイナス

の－極をつなぐ。

ウ コンデンサーにためた電気は，かん電池の電気と同じはたらきをする。

エ 実験で使い終わったコンデンサーは，＋たんしと－たんしをつないでおく。

� わたしたちの生活には，電気のはたらきを利用したものがたくさんあります。Ａ～Ｃのものは電気をど
のようなものに変えて利用しているか，次の からすべて選び，記号を書きなさい。ただし，同じ記
号を何回使ってもよい。 （思考・判断・表現）《15》

Ａ ア
（ウが入っていても可）

Ｂ ウ，エ

Ｃ ア，イ

ア 光を出すはたらきを利用している
イ 音を出すはたらきを利用している
ウ 熱を出すはたらきを利用している
エ ものを動かすはたらきを利用している

Ａ 照明

Ｂ ドライヤー

Ｃ テレビ

� 同じ量の電気をためたコンデンサーに豆電球や発光ダイオードをつなぎ，明かりのついている時間を調
べる実験をしました。下の表は実験結果をまとめたものです。次の問いに答えなさい。（思考・判断・表現）《15》

１回目 2回目 3回目

Ａ 33秒 28秒 30秒

Ｂ 2分以上 2分以上 2分以上

⑴ Ｂ

⑵ ア

⑶
発光ダイオード
の方が電気を効
率的に使えるか
ら。 （教師判断）

－－たたんんしし－－たたんんしし

＋＋たたんんしし ＋＋たたんんしし

豆電球 発光ダイオード

⑴ 発光ダイオードの結果を表しているのは，表のＡ，Ｂのどちらか，記号を書
きなさい。

⑵ この実験からいえることは次のア，イのどちらか，記号を書きなさい。
ア 豆電球より発光ダイオードの方が，使う電気の量が少ないこと。

イ 豆電球より発光ダイオードの方が，使う電気の量が多いこと。

⑶ 生活の中の電灯が電球から発光ダイオードを使うものに変わってきているのはなぜか，理由を書きな

さい。

〔考えてみよう〕
右の例のように，人が近づくと明かりがつき，しばらく
すると消えるプログラムをつくると，発光ダイオードをつ
けたり消したりできます。例のように図や文章を使って，
他にどのようなプログラムをつくることができるか考えて
みましょう。

【大日本】10私たちの生活と電気
Ｐ170～193，224

【東 書】9 電気と私たちのくらし
Ｐ136～153，194 ／20 ／30

■

ア ○

イ ×

ウ ○

エ ○

（知識・技能）《20》

（例）

� 名

前

組 番 評

点

■知・技 思・判・表

年 令6理科
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� 地球上の水の状態や空気と生物の関わりについてまとめました。 （⑴⑵知識・技能 ⑶⑷思考・判断・表現）《45》

⑴
■

1 水蒸気

2 雲

3 雨

4 雪

5 じゅんかん
⑵
■ イ

⑶
石油や石炭などの化
石燃料を大量に消費
しているから。

（教師判断）

⑷

（
順
不
同
）

�
�
�
�
�

太陽光発電，水力発
電，風力発電
など （教師判断）

⑴ 下の文の（ ）にあてはまる言葉を書きなさい。
じょう はつ

地球上の水は蒸発して（ 1 ）になり空気中にふくまれていく。空
気中の（1）は上空に運ばれて（ 2 ）になり，（ 3 ）や（ 4 ）
となって地上にもどってくる。地中にしみこんだ水は，植物の体をと
おって再び（1）となって，主に葉から空気中に出される。このこと
を（ 5 ）という。

⑵ 近年，地球の気温が少しずつ上がっています。これは，空気中の二酸化
炭素が増えていることが主な原因だと考えられています。このことによっ
て何が起きるか，次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア 気温が下がり，北極付近の氷が増えてしまい，ホッキョクグマが増え
てしまうこと。 じょうしょう

イ 気温が上がり，海水面が上昇し，島がしずんでしまうこと。
ウ 空気がよごれて，アルカリ性の雨が降ること。
⑶ ⑵のように，二酸化炭素が増えている原因として考えられることを書きなさい。
⑷ できるだけ二酸化炭素を出さない発電の方法を2つ書きなさい。

かいすいよく

� あさひさんは，家族で海水浴に出かけました。次の問いに答えなさい。（⑴⑵知識・技能 ⑶～⑸思考・判断・表現）《55》

１
0.5

２

３

４

５

２１
２０
１９
１８
１７
１６

１４

２２
２3
２4 ０．６

０．０３

０．１

０．２

０．３

０．４

０．５
２１
２０
１９
１８
１７
１６

１４

２２
２3
２4

⑴
■ ア，エ

⑵
■

1 ア

2 カ

3 キ

4 エ

⑶

① 海（の中）

② イ

③ アルカリ 性

⑷ イ

⑸

番
号 3

理
由

太陽が月の西側に
あるから。

（教師判断）

（
完
答
）

酸素 二酸化炭素
ア イ ウ エ

⑴ ビーチボールをふくらませるために，息をふ
す

きこみます。吸う空気とはいた空気を，気体検
知管を使って調べると，右の図のア～エのよう
になりました。はいた空気を表しているのはど
れか，すべて選び，記号を書きなさい。
⑵ 昼ごはんにバーベキューをしました。あさひさんは食べたものがどのよ

きゅうしゅう
うに吸収されているかを次のようにまとめました。（ ）にあてはまる
言葉を下の から選び，記号を書きなさい。
食べ物は，口，（ 1 ）などを通る間に（ 2 ）され，小腸，大腸
で吸収される。吸収された養分は（ 3 ）によって全身に運ばれ，そ
の一部は（ 4 ）にたくわえられる。

ア 胃 イ じん臓 ウ 心臓 エ かん臓 オ 吸収
カ 消化 キ 血液 ク 水 ケ 肺 コ ぼうこう

⑶ あさひさんは海岸に地層を見つけたので，スケッチをしました。
そう

およそ1ⅿ

およそ1ⅿ
およそ0．5ⅿ

およそ1．5ⅿ

およそ1．5ⅿ

① どろの層に，貝がらを見つけました。このこと
から，どろの層ができた当時はどのようなところ
だったと考えられるか書きなさい。
② 一番上の層は，火山のはたらきでできた層でし
た。この層にはどのような石が多くふくまれてい
ますか。次のア，イから選び，記号を書きなさい。
ア 丸みをもっている石が多い
イ 角ばった石や小さな穴のあいている石が多い

青色

リトマス紙の実験結果③ 地層の土をとり，水にとかしてリトマス紙を使って調べてみると，右のよ
うな結果になりました。この土は何性か書きなさい。

⑷ あさひさんが片付けを始めると，大きな地震が起きました。どのような行動
をとればよいか，次のア～ウの中から選び，記号を書きなさい。
ア 地震は気にせず，片付けを続ける。 イ 海からはなれて高い場所にひなんする。
ウ せっかくなので，海に近づいて観察をする。

月

太陽

東 南 西

⑸ あさひさんが，無事に家に着いて空を見上げると，右の図のような位置に月
が見られました。このときの月の形を，下の1～4の中から選び，番号を書き
なさい。また，その理由を書きなさい。

？

1 2 3 4

【大日本】11かけがえのない地球環境
Ｐ194～207

【東 書】11地球に生きる
Ｐ174～183

力だめし ／55 ／45

� 名

前

組 番 評

点

■知・技 思・判・表

年 令6理科

※無断で複写・複製をすることを禁じます。
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《全問各5》

見
本
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