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注     意 

 

１ 「始め」の合図があるまで，中を開かないでください。 

 

２ 調査票

ちょうさひょう
は，１ページから１７ページまであります。 

 

３ 先生の指示

し じ
があったら，最初に，組，出席番号，氏名を書いてください。 

 

４ 答えは，それぞれの     の中，または問題で指示された場所に， 

 はっきりと書いてください。 
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１ ひろしさんは，いろいろな種類の物の重さについて調べています。次の（１）・（２）

に答えましょう。 

 

（１） ひろしさんは，いろいろな種類の物の重さをくらべてみようと思いました。そこで，

次のような実験をすることにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひろしさんは，実験の結果から次のように言いました。 

 

 

 

 

ひろしさんがした実験では，いろいろな種類の物の重さを正しくくらべたことには

なりません。いろいろな種類の物の重さを正しくくらべるためには，何をそろえて重

さをはかるとよいでしょうか。 

次の（  ）に当てはまる言葉を，     の中に書きましょう。 

 

  いろいろな種類の物の重さをくらべるときには，（   ）をそろえて重さをはかる。         

 

 

 

 

一番重かったのは，ねん土だったよ。だから，この４種類の物

の中で一番重いものは，ねん土だとわかったよ。 

 

【実験】 

木，発ぽうポリスチレン（発ぽうスチロール），鉄，ねん土の４種類の物の

中でどれが一番重いかを調べる。 

 

【じゅんびした物】 

 

 

 木   発ぽうポリスチレン（発ぽうスチロール）    鉄    ねん土     はかり 
 

【実験方法】 

① 調べる物を１つえらぶ。 

② はかりの上にゆっくりとのせる。 

③ 目もりを正面から読む。 

 

【実験の結果】 

調べた物 重さ 

木 ８５ℊ  

発ぽうポリスチレン（発ぽうスチロール） ３７ℊ  

鉄 ８２ℊ  

ねん土 １２５ℊ  
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（２）次に，ひろしさんは，図１のような同じ入れ物の中にさとうと食塩をそれぞれ 

１００ℊ ずつ入れました。すると，図１のようになり，同じ重さでも入る量がちがう

ことに気がつきました。 

そこで今度は，図２のような同じカップを２つ用意して，それぞれのカップにさと

うと食塩をいっぱいに入れて平らにしました。 

図２のカップのそれぞれの重さをはかった結果はどうなったでしょうか。正しいも

のを，次の（ア）～（ウ）の中から１つ選び，その記号を     の中に書きましょ

う。 

  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア） さとうより，食塩の方が軽かった。 

 （イ） さとうより，食塩の方が重かった。 

 （ウ） さとうと食塩は同じ重さだった。 

 

   

 

 

 

 

 

 

図２ 

【さとうと食塩をそれぞれのカップに

いっぱいに入れて平らにする。】   
 

 

 

 

 

 

さとう？ℊ      食塩？ℊ  同じカップ 

横
か

ら
見

た
と

こ
ろ
 

図１ 

 さとう１００ℊ    食塩１００ℊ  同じ入れ物 

横
か

ら
見

た
と

こ
ろ
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２ つばささんの学級では，温度による水の変化について調べました。次の（１）～（３）

に答えましょう。 

 

（１）つばささんは，アルコールランプを使って，実験をしました。最も安全なアルコー

ルランプの火の消し方を，次の（ア）～（エ）の中から１つ選び，その記号を     の

中に書きましょう。 

 

（ア）つくえの上のアルコールランプを   （イ）つくえの上のアルコールランプを 

おさえて真上からふたをする。       おさえてななめ上からふたをする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）つくえの上のアルコールランプを   （エ）つくえの上のアルコールランプを 

   おさえて火に息をふきかける。       持ち上げてふたをする。 
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（２）つばささんの学級では，水を熱する実験を図のように行い，その結果を表に整理し

ました。 

 

表 水を熱したときの温度と水の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つばささんの班

はん
では，表にある大きなあわのことについて話をしています。最も正し

く説明している人はだれでしょうか。次の（ア）～（エ）の中から１つ選び，その記号

を     の中に書きましょう。 

  

（ア） 

 

 

 

（イ） 

    
 

（ウ） 

    
 

（エ） 

    
 

 

 

 

この前，せんざいを使ってシャボン玉をつくったら，あわがたくさん

出てきたよ。だから，あの大きなあわは「せんざいのあわ」だと思うよ。 

水を熱すると，最初に，ふっとう石から小さなあわが出てきたよ。だ

から，あの大きなあわはふっとう石の中の「空気」だと思うよ。 

大きなあわは水を熱したら出てきたよ。そして，あわの中には何も見

えなかったよ。だから，あの大きなあわは「水じょう気」だと思うよ。 

水を熱してしばらくすると，ゆげが出てきたよ。だから，あの大きな

あわは「ゆげ」だと思うよ。 

 

水を熱した 

時間（分） 

水の温度 

（℃） 
水の様子 

０ ９ 変化なし。 

１ １３ 
ビーカーの内がわがくも

った。 

６ ５８ 
ビーカーの底に小さいあ

わがついた。 

８ ７５ 
ふっとう石から小さなあ

わが出て上に上がった。 

１１ ８９ 大きなあわが出てきた。 

１５ ９７ 
大きなあわがさかんに出

てきた。 
１７ ９７ 

１９ ９７ 

 

スタンド 

温度計 

ビーカー 

ふっとう石 

アルコールランプ 

図 
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（３）つばささんがあきさんに，ペットボトルの水を冷やしたときのことについて，話を 

  しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  あきさんは，つばささんの「中の水がこおっていて，ペットボトルがパンパンにふく

らんでいたんだ。」という言葉を聞いて，水をこおらせる実験をしたときの様子を思い出

しました。そして，つばささんにペットボトルがパンパンにふくらんだわけを説明しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①  に当てはまる説明を，「水」と「氷」という言葉を使って，     の中に書

きましょう。 

 

 

 

 

 

 

この前，ペットボトルに水をいっぱいに入れて冷やそうと思ったら，

まちがえて冷ぞう庫じゃなく，冷とう庫に入れてしまったんだよ。 

それじゃあ，ペットボトルの中の水がこおってしまったんじゃない

の？ 

そうなんだよ。次の日，冷とう庫からペットボトルを出してみると，

中の水がこおっていて，ペットボトルがパンパンにふくらんでいたんだ。

冷とう庫に入れる前は，全然ふくらんでいなかったのに・・・。 

それはね， 

 

 

からだよ。 

① 
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次のページにも問題があります。 
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図２ 

 

図１ 

３ たろうさんは，図１のような，じしゃくを使ったおもちゃのワニをつくっています。

ワニの口の間にぼうじしゃくを差しこむと，ワニの口が動くしかけのおもちゃです。次

の（１）・（２）に答えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

（１）たろうさんは，２つのじしゃくを図１のように，ワニの口の上あごと下あごにはり

付け，おもちゃを完成させようとしています。今，ワニの口が開いています。ぼうじ

しゃくのＳ極を近づけるとワニの口がとじるようにするには，２つのじしゃくの面①

と②は，それぞれ何極にすればよいでしょうか。次の（ア）～（エ）の中から１つ選

び，その記号を      の中に書きましょう。 

 

（ア） ①がＳ極，②もＳ極 

（イ） ①がＮ極，②もＮ極 

（ウ） ①がＳ極，②はＮ極 

（エ） ①がＮ極，②はＳ極 

 

（２）たろうさんは，図１のワニの口にものを差し込み，それをワニがくわえると，説明

の図のように電気が流れ，目が光るようにしたいと考えました。そこで，おもちゃの

ワニに豆電球と電池とどう線をつけくわえて，図２のようにつくり直しました。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ｓ極 

電池 

豆電球 

どう線 

じしゃく 

 

ぼうじしゃく 

 

ワニがものをくわえると，

電気が流れてワニの目が光

るしくみ 

説明の図 
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図２のワニの口に４つのもの（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）をそれぞれ差しこんで調べたところ，

次の表のような結果になりました。 

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４つのものは，次の中のどれかです。 

 

 

 

 

 

表 

 

上の表の結果から，Ａ～Ｄに当てはまるものを，それぞれ次の 

（ア）～（エ）の中から１つ選び，その記号を      の中に書 

きましょう。 

 

（ア） 鉄の板にビニールテープをまいたもの 

（イ） 三角じょうぎ（プラスチック）を横にしたもの 

（ウ） はさみの切るところ（鉄） 

（エ） アルミニウムはくを折りたたんだもの 

Ａ 

①ワニの口にＡＡＡＡを差しこむと 
 

②ワニはＡＡＡＡをくわえた。 ③目が光った。 
 

Ｂ 

①ワニの口にＢＢＢＢを差しこむと 
 

②ワニはＢＢＢＢをくわえた。 ③目は光らなかった。 
 

Ｃ 

①ワニの口にＣＣＣＣを差しこむと 
 

②ワニはＣＣＣＣをくわえなかった。 
 

③口をおさえてＣＣＣＣをくわえさせると目が光った。 
 

Ｄ 

①ワニの口にＤＤＤＤを差しこむと 
 

②ワニはＤＤＤＤをくわえなかった。 
 

 

 

③口をおさえてＤＤＤＤをくわえさせても目は光らなかった。 
 

・ 鉄の板にビニールテープをまいたもの 

・ 三角じょうぎ（プラスチック）を横にしたもの 

・ はさみの切るところ（鉄） 

・ アルミニウムはくを折りたたんだもの 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

ＡＡＡＡ    
ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ    ＢＢＢＢ

ＣＣＣＣ    ＣＣＣＣ    

ＤＤＤＤ    ＤＤＤＤ    
ＤＤＤＤ    

ＣＣＣＣ    
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４ あきらさんは，かん電池とモーターを使って，電流の向きや強さを調べることにしま

した。次の（１）～（３）に答えましょう。 

 

（１）まず，あきらさんは，図１のようにかん電池１つを使って，回路をつくり，けん流

計を使って電流の向きを調べました。電流の向きについて正しいものはどれでしょう

か。次の（ア）～（ウ）の中から１つ選び，その記号を     の中に書きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア） 電気はかん電池の－極から出て，＋極へ流れる。 

（イ） 電気はかん電池の＋極と－極の両方から出て，モーターでぶつかる。 

（ウ） 電気はかん電池の＋極から出て，－極へ流れる。 

 

 

（２）次に，あきらさんは，図２のへい列つなぎと図３の直列つなぎの回路をそれぞれつ

くり，モーターのまわる速さと，電流の強さをけん流計を使って調べることにしまし

た。図３のどう線とかん電池を線でつなぎ，かん電池２つを使った直列つなぎになる

ように回路をつくりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 

５ Ａ 0.5 Ａ 

図２ 

５ Ａ 0.5 Ａ 
つなぐ 図３ 

５ Ａ 0.5 Ａ つなぐ 
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（３）あきらさんは，つなぎ方のちがいによる，モーターのまわる速さと電流の強さを

調べ，表のようにまとめました。表の「モーターのまわる速さ」の①・②と「電流

の強さ」の③・④に当てはまる正しい実験結果の組み合わせを，それぞれ次の（ア）

～（ウ）の中から１つ選び，その記号を      の中に書きましょう。 

 

 

つなぎ方 直列つなぎ へい列つなぎ 

モーターのまわる速さ ① ② 

電流の強さ ③ ④ 

 

   モーターのまわる速さ 

    （ア） ① へい列つなぎのときより速い  ② 直列つなぎのときよりおそい 

    （イ） ① へい列つなぎのときよりおそい ② 直列つなぎのときより速い 

    （ウ） ① へい列つなぎのときと同じ   ② 直列つなぎのときと同じ 

 

 

 

 

   電流の強さ 

    （ア） ③ へい列つなぎのときより強い  ④ 直列つなぎのときより弱い 

    （イ） ③ へい列つなぎのときより弱い  ④ 直列つなぎのときより強い 

（ウ） ③ へい列つなぎのときと同じ   ④ 直列つなぎのときと同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 つなぎ方のちがいによる，モーターのまわる速さと電流の強さ 
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（ア） 

（イ） 

（ウ） 

図 

 

５ だいすけさんは，テントウムシを観察するために公園に行きました。次の（１）・（２）

に答えましょう。 

 

（１）だいすけさんは，テントウムシを１ぴきつかまえて，観察カードに体の様子をスケ

ッチしました。図は足をかく前のテントウムシのスケッチです。テントウムシはこん

虫なので，体は３つの部分からできています。体の３つの部分のうち，テントウムシ

の足はどの部分についていますか。図の（ア）～（ウ）の中から１つ選び，その記号

を     の中に書きましょう。 

また，足がついている体の部分の名前を     の中に書きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名前 記号 
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（２）だいすけさんが観察をしていると，テントウムシがアブラムシを食べ始めました。

だいすけさんはその様子を見て，去年かいたこん虫の観察カードの中に，テントウム

シと同じ形の口をもっているこん虫がいることに気づきました。だいすけさんがテン

トウムシと同じ形の口をもっていると考えたこん虫はどれでしょうか。だいすけさん

の去年の観察カードの（ア）～（ウ）の中から１つ選び，その記号を     の中に

書きましょう。また，それを選んだわけを      の中に書きましょう。 

 

 だいすけだいすけだいすけだいすけさんの去年の観察カードさんの去年の観察カードさんの去年の観察カードさんの去年の観察カード        
       （ア）         （イ）         （ウ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

モンシロチョウ 

６月２０日 

 

 

 

 

 

 

 

●大きさ 

  ４ｃｍ 

●見つけたところ 

  キャベツ畑 

●色 

  白に黒い点がある 

●食べ物 

  花のみつ 

カブトムシ 

８月１０日 

 

 

 

 

 

 

 

●大きさ 

  ５ｃｍ 

●見つけたところ 

  クヌギの木 

●色 

  こい茶色 

●食べ物 

  じゅえき 

オオカマキリ 

８月１５日 

 

 

 

 

 

 

 

●大きさ 

  ８ｃｍ 

●見つけたところ 

  草むら 

●色 

  緑色 

●食べ物 

  バッタやチョウなど 

記号 

わけ 
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６ やすしさんは，サッカーの試合で選手がプレーするところを見て，人の体のつくりに

ついて考えました。次の（１）・（２）に答えましょう。 

 

（１）やすしさんは，サッカー選手がボールをけるところを見て，太もものきん肉がどの

ようになっているのかを考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ボールをける前            ボールをけったとき 

  

ボールをけったときにちぢむのは，どちらの部分のきん肉ですか。
○
あ または

○
い の

どちらかを選び，その記号を     の中に書きましょう。 

 

 

 

 

 

 

（２）やすしさんは，ゴールキーパーがゴールに立っているすがたや選手が飛んできたボ

ールをむねで受けとめている様子を見て，ほねの役わりについて考えました。 

ほねの役わりについて，次の（ア）～（エ）の中から，当てはまるものを２つ選び，

その記号を     の中に書きましょう。 

 

  （ア） 体をささえる 

  （イ） 体を温める 

  （ウ） 体を守る 

  （エ） 体に水分を取り入れる 

 

 

 

 

 

 

 

 

○
い の部分

のきん肉 

○
あ の部分 

のきん肉 

 

と 
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７ たろうさんとはなこさんは，公園にピクニックに行き，弁当

べんとう
を食べる場所をさがして

います。次の（１）～（４）に答えましょう。 

 

（１）たろうさんたちは，午前９時に公園につき，弁当を食べる場所を決めようと話をし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ①   に当てはまる記号を図１の（ア）～（ウ）の中から１つ選び，その記

号を     の中に書きましょう。また，それを選んだわけを       の中に書

きましょう。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号 

    

わけ 

（ア）

（ウ）

 

南 

←←←←東 西→→→→ 

（イ）

図１ 

今のうちに，弁当を食べる場所にシートをしいておこうよ。今日は，

１日中晴れて，暑くなりそうだから，弁当は日かげで食べたいね。 

それなら，  ①  の場所にシートをしいておくといいよ。 

わけは，                   .からだよ。 

でも，日かげは，もう人がいっぱいで，シートをしく場所がないわ。 

正午ごろに日かげで食べるには，どうしたらいいかな。 
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（２）ピクニックから帰ってきた たろうさんたちは，日なたと日かげの地面の温度のちが

いについて調べてみることにしました。 

日なたの地面の温度のはかり方を，次の（ア）～（エ）の中から１つ選び，その記

号を      の中に書きましょう。 

 

                       

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） たろうさんたちが午前９時に日なたの地面の温度をはかったとき，温度計の目もり

は，図２のようになっていました。このときの日なたの地面の温度は何℃ですか。 

    の中に書きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

地面を少しほったあと，えきだめに土を

少しかぶせ，温度計に日光が直せつ当たる

ようにしてはかる。 

（ア） （イ）  

 

 

 

 

地面を少しほったあと，えきだめに土を少

しかぶせ，温度計に日光が直せつ当たらない

ようにしてはかる。 

日光 

日光 

 

 

 

 

 

地面を少しほったあと，えきだめに土をか

ぶせず，温度計に日光が直せつ当たらないよ

うにしてはかる。 

（エ） （ウ）  

 

 

 

 

地面を少しほったあと，えきだめに土を

かぶせず，温度計に日光が直せつ当たるよ

うにしてはかる。 

日光 

日光 

0 010 10
302010 302010

℃ 

図２ 温度計の目もり（℃） 

 302010
302010
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（４）たろうさんは，日なたと日かげの地面の様子について調べ，日なたと日かげのちが

いがわかるように表にまとめました。ただし，温度を調べた日なたの地点は，午前中

ずっと日なたで，温度を調べた日かげの地点は，午前中ずっと日かげでした。 

 

             日なたと日かげの地面の様子    ９月２０日 晴れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   表の①・②に当てはまる正しい組み合わせを，次の（ア）～（エ）の組み合わせの

中から１つ選び，その記号を     の中に書きましょう。 

   （ア） ① あまり変わらない       ② 午前９時より正午の方が低い 

   （イ） ① あまり変わらない       ② あまり変わらない 

   （ウ） ① 午前９時より正午の方が高い  ② 午前９時より正午の方が低い 

   （エ） ① 午前９時より正午の方が高い  ② あまり変わらない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のページにも問題があります。 

 日なた 日かげ 

地面のしめりぐあい かわいている しめっている 

 地面の温度（あたたかさ） 高い 低い 

午前９時の地面の温度と正午

の地面の温度をくらべた結果 
① ② 

 

表 



- 17 - 

 

８ はなこさんの学級では，星の観察を行うことにしました。次の（１）・（２）に答えま

しょう。 

 

（１）はなこさんは，星ざの方位を調べるため，方位じし 

んを使いました。 

まず，図のように，てのひらに水平に方位じしんを 

おき，調べたい星ざの方へ指先を向けました。 

この次に行う動作として正しいものを，次の（ア） 

～（エ）の中から１つ選び，その記号を      の 

中に書きましょう。 

  

                         

 （ア） 文字ばんの「北」を 星ざの方に合わせる。 

 （イ） 文字ばんの「北」を はりの色のついた方に合わせる。 

（ウ） 文字ばんの「北」を はりの色のついていない方に合わせる。 

 （エ） はりの色のついている方を 星ざに合わせる。   
 

 

（２）はなこさんたちは，星の観察をしてわかったことについて話を始めました。次の  

（ア）～（エ）の中からまちがった説明をしているものを１つ選び，その記号を      の中に書きましょう。 

  

（ア） 

 

 

 

（イ） 

    
 

（ウ） 

    
 

（エ） 

    
 

 

 

 

 

星ざを見つけてずっと見ていたけど，星ざの中の星のならび方は変わ

らなかったよ。 

北の空に，ほとんど動かない星を見つけたよ。 

 

たくさんの星の中には，明るさや色がちがうものがあったよ。 

南の空の星ざを観察していたら，東の方に動いていたよ。 

 

 

図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これで問題は終わりです。 


