
1　酸化銅を炭素と混ぜて加熱すると，銅と二酸化炭素になりました。
⑴　この化学変化に関係した物質のうち，化合物はどれですか。次の１～４からすべて選んで，そ
の番号を書きましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�〔　　　　　　　　　〕
１　酸化銅　　　２　炭素　　　３　銅　　　４　二酸化炭素
⑵　この化学変化に関係した物質のうち，分子をつくるものはどれですか。次の１～４から１つ選
んで，その番号を書きましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�〔　　　　〕
１　酸化銅　　　２　炭素　　　３　銅　　　４　二酸化炭素
⑶　この化学変化を化学反応式で表しましょう。　�〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
⑷　酸化銅��4.0ｇが炭素��0.3ｇとちょうど反応して，銅��3.2ｇができました。
①　このときに発生した二酸化炭素は何ｇですか。　　　　　　　　　�〔　　　　　　　　ｇ〕
②　①で二酸化炭素の質量を求めることができたのは，化学変化がどのような変化であるからで
すか。次の〔　　　〕にあてはまる語句を書きましょう。
� 　化学変化は，原子の〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕変化だから。
③　銅原子１個の質量は，酸素原子１個の質量の何倍ですか。次の１～４から１つ選んで，その
番号を書きましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�〔　　　　〕
　１　２倍　　　２　３倍　　　３　４倍　　　４　８倍

2　６つの三角フラスコに同じ濃
のう

度
ど

の塩酸を�40cm3�ずつ入れ，電子てんびんで質量をはかりました。
それぞれの三角フラスコに石

せっ

灰
かい

石
せき

を�0.5ｇ，1.0ｇ，1.5ｇ，2.0ｇ，2.5ｇ，3.0ｇ加えると気体が発生
したので，十分に反応させてから，再び電子てんびんで三角フラスコをふくめた全体の質量をはか
りました。表は，その結果をまとめたものです。

⑴　塩酸と石灰石が反応して発生した気体は何ですか。そ
の化学式を書きましょう。� 〔　　　　　　　　　〕
⑵　表をもとに，加えた石灰石の質量と，反応前後の全体
の質量の差との関係を表したグラフをかきましょう。
⑶　正確には，この実験の反応前後の全体の質量の差が，
発生した気体の質量であるということができません。そ
の理由を，発生した気体の性質から考えて，簡潔に書き
ましょう。
�〔　� 〕
⑷　石灰石�3.0ｇがすべて反応するためには，この実験で用いた塩酸は何cm3�必要ですか。
　� 〔　　　　　　　　cm3〕
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チャレンジ
ワークシート①

組　　番

名前

月　　日 正答数

●いろいろな問題にチャレンジしてさらに力をつける。

10

ねらい

反応前の塩酸と三角フラスコの質量 〔ｇ〕 113.8 114.1 113.7 113.7 114.0 113.5
加えた石灰石の質量　　　　　　　 〔ｇ〕 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
反応後の全体の質量　　　　　　　 〔ｇ〕 114.1 114.7 114.6 114.9 115.7 115.7
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加えた石灰石の質量〔 g 〕

反
応
前
後
の
全
体
の
質
量
の
差〔

　〕
g



〈答え〉
1⑴　１，４
　⑵　４
　⑶　2CuO＋C→2Cu＋CO2
　⑷①　1.1g
　②　（化学変化は，原子の）種類と数が変わらない
（変化だから。）

　③　３

〈答え〉
2⑴　CO2
　⑵　右図
　⑶　発生した気体（二�
　　酸化炭素）が水に溶�
　　けるから。
　⑷　60（cm3）

⑷①　発生した二酸化炭素の質量を�
x〔ｇ〕とすると，
4.0＋0.3＝3.2＋x
x＝4.3－3.2＝1.1〔ｇ〕
③　化学反応式と比べて考えます。
Cu：Ｏ�＝3.2：（4.0－3.2）

　　　　　�＝4：1

⑴　CaCO3＋2HCl
　→CaCl2＋H2O＋CO2
⑶　発生した気体の一部が，水に溶
けて残ってしまいます。

⑷　グラフから，塩酸40cm3と，石�
灰石2.0ｇがちょうど反応すること
がわかります。

チャレンジワークシート①
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�　図は，ヒトの血液循
じゅん

環
かん

を模式的に表したもので，図中の矢印
は，血液が流れる向きを表しています。
⑴　酸素を多くふくみ，赤色をした血液（動脈血）が流れている

静脈はどこですか。図中の血管（毛細血管を除く）で，あては
まる部分を赤色でぬりましょう。
⑵　図に示されているように，脳や肺などの各器官内では，血

管が細かく枝分かれして毛細血管になっています。
①　器官をつくっている，同じような形やはたらきをした細

さい

胞
ぼう

の集まりのことを何といいますか。その名前を書きま
しょう。　　　　　　　　　 〔　　　　　　　　　〕
②　各器官で毛細血管に分かれていることは，器官をつくっ

ているすみずみの細胞まで物質がいきわたるだけでなく，
各器官との物質の受けわたしを効率的に行うのに役立って
います。それは，血管が毛細血管になることによって，ど
のようになるからですか。簡潔に書きましょう。

 〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　〕

2　図１は，正面から見たシマウマとライオンの顔で，図２は，それぞれの動物の頭骨です。

⑴　図１のように，シマウマの目は横向きについていて，ライオンの目は前向きについています。
ライオンの目のつき方は，獲

え

物
もの

との距
きょ

離
り

をはかるのに適していますが，シマウマの目のつき方は，
どのようなことに適していますか。簡潔に書きましょう。

 〔　 〕
⑵　図２のように，シマウマの臼歯は，平らな部分がかみ合うようになっていて，かたい草などを

すりつぶして食べるのに適しています。ライオンの臼歯では，かみ合う部分がとがっていますが，
これは，どのようなことに適していますか。簡潔に書きましょう。

 〔 〕
⑶　食べているえさの種類から，①シマウマや②ライオンのような動物をそれぞれ何といいますか。
 ①シマウマ〔　　　　　　　　　〕　②ライオン〔　　　　　　　　　〕

J3RI1_030中学理科３年

チャレンジ
ワークシート②

組　　番

名前

月　　日 正答数

●いろいろな問題にチャレンジしてさらに力をつける。

7

ねらい

からだの各部分

脳

肺肺

心臓

小腸

じん臓

肝臓

図１

シマウマ ライオン

図２

門歯
きゅう  し

臼歯
犬歯

臼歯

シマウマ ライオン

図1 図2



〈答え〉
�⑴　右図
　⑵①　組織

　②　血管の表面
　　積が大きくな
　　るから。

〈答え〉
2⑴　広い範囲を見わたし，敵を早く見つけることに

適している。
　⑵　肉などを切りさいて食べるのに適している。
　⑶①　草食動物　②　肉食動物

⑴　動脈血が流れている血管は肺静
脈と大動脈で，静脈血が流れてい
る血管は肺動脈と大静脈です。

⑵②　血管の表面積が大きくなるこ
とによって，血管（血液）と器官

（細胞）の間の物質のやりとりが
効率よく行われます。

⑴　シマウマは逃げること，ライオ
ンは追いかけることに，それぞれ
適しています。

⑵　それぞれ，食べるえさに適した
歯のつくりをしています。

⑶　植物も動物もえさにするものを
雑食動物ということがあります。

チャレンジワークシート②

脳

肺肺

心臓
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1　コイル，Ｕ字形磁石，電熱線，電流計，電圧計など
を使い，図１のような装置をつくってコイルに電流を
流したところ，コイルは矢印の向きに少し動いて静止
しました。
⑴　図１の実験をしたとき，電熱線の両

りょう

端
たん

に加わる電
圧は 4.5Ｖで，回路を流れる電流は 0.60Ａでした。
電熱線の抵

てい

抗
こう

の大きさは何Ωですか。
　  〔　　　　　　　　Ω〕
⑵　図１の実験で回路を流れた電流は，直流・交流の
どちらですか。  〔　　　　　　　　　〕
⑶　図１の実験装置から電圧計を除き，抵抗の大きさ
が同じであるもう１つの電熱線を使って，電源装置
の電圧は変えずに，コイルに流れる電流を強くした
ときのコイルの動き方を調べます。このとき，２つ
の電熱線をどのようにつなぐとよいですか。図２に
導線をかき入れ，回路を完成させましょう。

2　電極Ａ～Ｄがあるクルックス管を使って，電子の移動による真空放電を調べる実験をしました。

⑴　クルックス管の電極Ａ・Ｂを外部電源につないで高電圧をかけたところ，図１のように，蛍光
板に光っている部分が見られました。この現象について，正しく説明したものはどれですか。次
の１～４から１つ選んで，その番号を書きましょう。　　　　　　　　　　　　  〔　　　　〕
１　Ａが外部電源の＋

プラス

極につながれ，ＡからＢに向かって電子が飛び出している。
２　Ａが外部電源の＋極につながれ，ＢからＡに向かって電子が飛び出している。
３　Ａが外部電源の－

マイナス

極につながれ，ＡからＢに向かって電子が飛び出している。
４　Ａが外部電源の－極につながれ，ＢからＡに向かって電子が飛び出している。
⑵　図１のように，電極Ａ・Ｂを外部電源の電極につないだまま，別の外部電源の＋極に電極Ｃ，
－極に電極Ｄをつないだところ，図２のように，光っている部分が上に曲がりました。このこと
から，電子にはどのような性質があることがわかりますか。簡潔に書きましょう。
 〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

図１ 図2
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J3RI1_031中学理科３年

チャレンジ
ワークシート③

組　　番

名前

月　　日 正答数

●いろいろな問題にチャレンジしてさらに力をつける。

5

ねらい

U字形磁石

コイル

電圧計

図１
電源装置

電流計

電熱線

電源装置

電流計

電熱線

電熱線

図２

図1

図2

図1 図2



〈答え〉
1⑴　7.5（Ω）
　⑵　直流
　⑶　右図

〈答え〉
2⑴　３
　⑵　電子は，－の電気を帯びている。

⑴　抵抗＝電圧÷電流
　　4.5〔Ｖ〕÷0.60〔Ａ〕＝7.5〔Ω〕
⑵　交流ではたえず電流の流れる向
きが変わるので，コイルは静止し
ません。

⑶　電流計の端子に注意して，電熱
線の並列回路をつくります。

⑴　蛍
けい

光
こう

板が光るのは，電子が衝突
したためで，このような陰極から
出た電子の流れのことを陰極線（電
子線）といいます。
＊　電源の－極につながれた電極
を陰極，＋極につながれた電極
を陽極といいます。

チャレンジワークシート③

電源装置

電流計

電熱線

電熱線
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1　図は，ある日の午前９時の乾
かん

湿
しつ

計
けい

のようすを表したもので，表１は湿
しつ

度
ど

表，表２は気温と飽
ほう

和
わ

水
蒸気量の関係を表したものです。

⑴　観測したとき（午前９時）の気温は何℃ですか。また，湿度は何％ですか。
　� ①気温〔　　　　　　　　℃〕　②湿度〔　　　　　　　　％〕
⑵　観測したときの露点はおよそ何℃ですか。次の１～４から１つ選んで，その番号を書きましょ
う。　� 〔　　　　〕
　１　16℃　　　２　19℃　　　３　21℃　　　４　24℃
⑶　よく晴れた日，気温と湿度の変化がほぼ反対になるのはなぜですか。簡潔に書きましょう。
�〔� 〕

2　図は，ある時期によく見られる日本付近の気
圧配置を表したものです。図のＰＱ間には前線
があり，この前線は長い間ほぼ同じ場所にとど
まって動きません。
⑴　図のような気圧配置がよく見られるのは，
次の１～４のどの時期ですか。１つ選んで，
その番号を書きましょう。
� 〔　　　　〕
　１　春・秋　　　２　つゆ・秋雨
　３　夏　　　　　４　冬
⑵　ＰＱ間にのびている前線は，どのように表せますか。図中に天気図の記号でかきましょう。
⑶　ＰＱ間にのびた前線の①北・②南にある気団は，それぞれどのような性質をもっていますか。
次の１～４から，それぞれ１つ選んで，その番号を書きましょう。
� ①〔　　　　〕　　②〔　　　　〕
　１　あたたかく，かわいている。　　　２　冷たく，かわいている。
　３　あたたかく，しめっている。　　　４　冷たく，しめっている。
⑷　ＰＱ間にのびた前線によって，日本付近はどのような天気になりますか。簡潔に書きましょう。
�〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 　〕

J3RI1_032中学理科３年

チャレンジ
ワークシート④

組　　番

名前

月　　日 正答数

●いろいろな問題にチャレンジしてさらに力をつける。

9

ねらい

P

Q

高
1015

低

1002

30
〔℃〕 〔℃〕

20

30

20

乾　球
温度計

かん　　きゅう

湿　球
温度計

しっ　　きゅう

100
100
100
100
100
100

92
91
91
91
91
91

84
83
83
82
82
81

76
75
75
74
73
73

68
68
67
66
65
64

61
60
59
58
57
56

0 1 2 3 4 5
25
24
23
22
21
20

表１
乾球温度計
の示度〔℃〕

し　ど
乾球温度計と湿球温度計の示度の差〔℃〕

13.6
14.5
15.4
16.3
17.3

21
22
23
24
25

18.3
19.4
20.6
21.8
23.1

16
17
18
19
20

表２
気温
〔℃〕

飽和水蒸気量
〔g/m3〕

気温
〔℃〕

飽和水蒸気量
〔g/m3〕

表1 表2



〈答え〉
1⑴①　24（℃）　②　75（％）
　⑵　２
⑶　（空気中の水蒸気量は，１日を通してあまり変化し
ないが，）気温が高くなると，飽和水蒸気量が大きく
なるから。

〈答え〉
2⑴　２
　⑵　右図
⑶①　４
　②　３
　⑷　長雨が続く。

⑴①　気温は，乾球温度計の示度。
②　乾球温度計と湿球温度計の示
度の差は，

　24〔℃〕－21〔℃〕＝3〔℃〕
⑵　観測時の空気中の水蒸気量は，
　　21.8〔ｇ/m3〕×0.75
　＝16.35〔ｇ/m3〕

⑴，⑵　前線ＰＱは停滞前線で，そ
の時期によって，梅雨前線または
秋雨前線とよばれます。

⑶　停滞前線の北にはオホーツク海
気団，南には小笠原気団がありま
す。北の気団は低温，南の気団は
高温で，海上の気団は多湿です。

チャレンジワークシート④
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低
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