
ウイニングフィニッシュを使った
受験勉強の進め方

学習の計画を立てる

強化学習で，得点力をUPする

WEBブックで
いつでも・どこでも
学習できる

TestMakerで
ウイニングフィニッシュの
単元に合わせた，
一問一答テストが作成できる

単元学習で土台を固める

ゴールは入試。それまでにどのように学習するのか，見
通しを立てさせます。計画を立てることで，やるべきこ
とが明確化し，勉強へのモチベーションがあがります。
また，実施日を記入していくことで，生徒は学習の達成
感が得られます。

学習計画表を活用し，入試に向けて生徒のモチベーショ
ンを高めていきましょう。

苦手とする生徒が多い単元を反復演習したり，単元を
横断する問題を演習したりできます。
何度もくり返し学習させることで，確実に得点できる
ようになります。
「あの子にやらせたい」と生徒の顔がぱっと浮かぶよう
なそんなページを目指しました。

�スマートフォンやタブレットでテキストと同じ誌面を
見ることができ，解答欄をタップすると，解答が表示
されます。
�電車に乗っているときや学校の休憩時間など，「いま
ちょっと勉強できるかも」という瞬間にすぐに勉強を
始められるため，すき間時間も有効活用できます。

TestMakerでは，単元と問題数を指定するだけで自動
で一問一答テストが作成できます。
�授業前の復習テストや暗記プリントの作成にご使用い
ただけます。
塾名やテスト名を自由に設定できますので，貴塾オリ
ジナルのテストが作成できます。

スモールステップでの誌面構成で，入試レベルまで，
無理なく到達することができます。

解答解説も図や表を用いて丁寧にま
とめました。生徒が問題を解いていて
つまずいたとき，解説を見ればひとり
で解決できるようになっています。

理科と社会はフルカラー。
複雑な図や表も，色を使う
ことで，着目ポイントがわ
かりやすくなっています。

学習のまとめ 
最重要事項がわかりやすくまとまっています。生徒が
ひとりで学習しても，専門外の講師が授業をされても
ここの内容をしっかり学習すれば最重要事項をきちん
とおさえることができます。

確認問題
�「学習のまとめ」で学習した内容が身についているか
どうかを確認します。

練習問題
入試問題を解く前に，必ず生徒に解かせておきたい問
題を掲載しています。

実戦問題
単元の到達レベルの入試問題に挑戦できます。学習し
てきた知識や考え方を用いて解くことで，実戦的な力
を養います。

入試対策編で，目標点に合わせた実戦演習を積む

多くの入試問題を解くことで実戦力を養うことが
できます。

到達度別に，「必修」と「完成」に分けました！
「必修」では，すべての生徒が完ぺきに解け
るようになってほしい問題を，「完成」では，
満点を目指す生徒に挑戦してほしい問題を掲
載しています。
生徒の目標点に合わせて，ご使用ください。
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ウイニングフィニッシュ理科　学習計画表

強化学習 3 柱状図

強化学習 4 柱状図

強化学習 2 光の作図

強化学習 1 質量パーセント濃度

植物や動物の特徴と分類

身のまわりの物質，気体の性質

水溶液の性質，状態変化

光の性質・凸レンズ

音の性質，力のはたらき

火山と地震

地層の重なりと過去のようす

物質の成り立ち／物質どうしが
結びつく反応

酸化と還元，化学変化と熱
・物質の質量

植物の体のつくりとはたらき

生物の観察
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2～5

6～11

12～17

18～23

24～25

32～33

52～53

52～53

34～39

40～45

40～45

46～51

46～51

46～51

26～31

チェック
欄

学習
実施日

学習
予定日ス

タ
ー
ト

9
月

10
月

8
月

5
月

6
月

ス
タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト

7月 9月

確認

確認

確認

練習

練習

練習

実戦

実戦

実戦

確認

練習

実戦

4月

確認

練習

実戦

確認

練習

実戦

確認

練習

実戦

確認

練習

実戦

確認

練習

実戦

確認

練習

実戦

確認

練習

実戦

動物の体のつくりとはたらき

電流

電流と磁界，直流と交流

気象観測，霧や雲の発生，圧力

前線と天気，日本の気象

水溶液とイオン
／酸・アルカリとイオン

イオンへのなりやすさ
／化学電池

生物の成長／生殖

遺伝の規則性／進化

水圧・浮力／力の合成・分解
／運動の速さと向き

力がはたらく運動
・力がはたらかない運動
／慣性／作用・反作用

強化学習 5 オームの法則

強化学習 6 電流が磁界から受ける力
／電磁誘導

強化学習 7 圧力の計算／飽和水蒸気量の
計算／飽和水蒸気量のグラフ

強化学習 8 酸・アルカリ（中和のグラフ）
／ボルタ電池

強化学習 9 浮力／速さ
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86～87

88～93

94～95

96～101

102～103

104～109

110～115

116～121

122～123

124～129

130～135

136～141

142～143

144～149

チェック
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実施日

学習
予定日ス

タ
ー
ト

ス
タ
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ス
タ
ー
ト

7月 9月

確認

確認

練習

練習
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確認

練習

実戦

確認

練習

実戦

確認

練習

実戦

確認

練習

実戦

4月

力学的エネルギー

いろいろなエネルギー

太陽のようす／自転と日周運動

公転と年周運動／季節の変化

惑星の見え方／太陽系と銀河系

自然と人間

科学技術

強化学習 10 オームの法則

強化学習 11 オームの法則
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150～155

158～161

162～167

168～173

174～179

180～181

182～181

188～191

192～193

194～195

196～199

200～203

204～207

208～209

210～211

212～213

214～215

216～223

224

156～157

チェック
欄
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実施日

学習
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タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト

ス
タ
ー
ト

7月 9月4月

確認

練習

実戦

確認

練習
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確認

練習

実戦

確認
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実戦
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必修 重要用語1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

必修 実験・観察の操作

必修 グラフ問題

必修 記述問題

完成 記述問題

必修 作図問題

完成 作図問題

必修 計算問題

完成 計算問題

必修 活用問題

反応式の確認

学習のコース

7
月

7
月

8
月

8
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9
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9
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月

11
月
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月
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月

10
月

12
月

11
月
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月

10
月

11
月

12
月

学習のコース 学習のコース

12

1 実験器具の使い方
⑴ ガスバーナー▶ 1 点火のときは，元栓（⇨コック）

⇨（マッチの火をつけてから）ガス調節ねじ⇨空気調節

ねじの順に開き，青色の炎にする。

　消火のときは，空気調節ねじ⇨ガス調節ねじ（⇨コ

ック）⇨元栓の順に閉める。

⑵ メスシリンダー▶ 2 目の位置を液面と同じ高さに

して，最小目盛りの　 まで目分量で読みとる。

⑶ 電子てんびん　薬品をはかりとるときは，薬包紙や
容器をのせてから，表示を 0（0.00）にする。

⑷　上皿てんびん　はかりとりたい物体よりも，質量が
少し大きいと思われる分銅からのせていく。指針が左

右に等しく振れるように分銅をとりかえ，つり合わせる。

2 いろいろな物質・密度
⑴　物体と物質　ものの形など，外観に注目したときは
物体，ものの材料に注目したときは物質という。

⑵ 金属の性質　①電気をよく通す（電気伝導性）。 
②金属光

こう

沢
たく

がある。　③熱をよく伝える（熱伝導性）。

④たたくと広がり（展
てん

性
せい

），引っ張るとのびる（延
えん

性
せい

）。

　⇨金属以外の物質を非金属という。▶ 3

⑶ 有機物の性質　炭素を含む物質。燃えると二酸化炭
素と水ができる。

　　有機物以外の物質を無機物という。▶ 3

⑷ 密度　物質 1cm3あたりの質量。単位は g/cm3。液

体の密度よりも物質の密度が大きい場合は沈み，液体

の密度よりも物質の密度が小さい場合は浮く。▶ 4

　

3 気体の性質 ▶ 5

1
10

密度〔g/cm3〕＝
物質の質量〔g〕
物質の体積〔cm3〕

1 ガスバーナーの炎の調節   2 メスシリンダーの目盛りの読み方

3 有機物／無機物と金属／非金属

4 いろいろな物質の密度

5 気体の集め方

有機物 /無機物

有機物 砂糖，木材，紙，ゴム，
プラスチック，ろう，
エタノール
ガラス，食塩，水，
酸素，水素
鉄，金，銀，銅，亜鉛，
アルミニウム，
マグネシウム

無機物

物　　質 金属 /非金属

金属

非金属

※二酸化炭素は炭素を含んでいるが，無機物のなかまとされている。

空気より密度が
小さい気体

空気より密度が
大きい気体

気体

水

気体 空気

気体 空気

はじめは
水を満た
しておく。

水に溶けにくい気体 水に溶けやすい気体

水上置換法

上方置換法 下方置換法

物質の名前 発生方法 集め方 空気と比べた密度 おもな特徴

酸　素 二酸化マンガンにオキシドール
（うすい過酸化水素水）を加える。 水上置換法 少し大きい ①ものを燃やすはたらき（助燃性）がある。

②水に溶けにくい。

二酸化炭素 石灰石にうすい塩酸を加える。 下方置換法 
水上置換法 大きい ①石灰水を白くにごらせる。

②水に少し溶け，水溶液は酸性を示す。

水　素 亜鉛，鉄，マグネシウムなどの
金属にうすい塩酸を加える。 水上置換法 非常に小さい 

（最も軽い気体）
①空気中で音を立てて燃え（可燃性），水ができる。
②水に溶けにくい。

アンモニア 塩化アンモニウムと水酸化カル
シウムを混ぜて加熱する。 上方置換法 小さい ①特有の刺激臭がある。

②水によく溶け，水溶液はアルカリ性を示す。

窒　素 ― ― 少し小さい 空気中に最も多く含まれる。
（体積の割合では約 5分の 4を占める）

空気が不足

オレンジ色
の炎

↓
ガス調節ね
じをおさえ，
空気調節ね
じを回して
青色の炎に
する。

空気調節
ねじ

ガス調節
ねじ

3 身のまわりの物質／気体の性質

水平なところに置く

水平なところに置く

水平なところに置く

物質ごとに決まった値になっている

有機物の多くは水素を含む

炭素を含むから

磁石につくという性質は鉄など一部の金属のみの性質

みがくと出る特有のかがやき

20

10

1mL＝1cm3

1L＝1000cm3

目の位置 液面

13.2cm3

と読む。

固体
金 19.30 食塩 2.17
銀 10.49 氷（0℃） 0.92
銅 8.96 ガラス 2.4～ 2.6
鉄 7.87 PET（プラスチック） 1.37～ 1.40
アルミニウム 2.70 PE（プラスチック） 0.92～ 0.97
液体 気体
水銀 13.53 水蒸気（100℃） 0.0006
水（4℃） 1.00 二酸化炭素 0.0018
エタノール 0.79 酸素 0.0013
海水 1.01～ 1.05 水素 0.00008
菜種油 0.91～ 0.92 アンモニア 0.00072
※密度の単位は g/cm3，温度は 20℃

13

題問認確
1 実験器具の使い方
⑴ ガスバーナーに点火するときに最初に開くのは，元栓，ガス調節ねじ，

空気調節ねじのうちのどれか。

⑵ ガスバーナーを消火するときに最初に閉じるのは，元栓，ガス調節ねじ，

空気調節ねじのうちのどれか。

⑶ ガスバーナーの炎がオレンジ色になっているとき，青色の炎にするため

に調節するのは，元栓，ガス調節ねじ，空気調節ねじのうちのどれか。

⑷ メスシリンダーで液体の体積を測定するとき，目の位置を液面と同じ高

さにし，最小目盛りの何分の 1まで目分量で読みとるか。

⑸ 電子てんびんで薬包紙を使って薬品をはかりとるときは，薬包紙だけを

のせて，表示を何にするか。

⑹ 電子てんびんや上皿てんびんは，どのようなところに置いて使うか。

⑺ 上皿てんびんで物体の質量をはかるとき，はかりとりたい分銅よりも質

量が，少し大きいと思われる分銅，少し小さいと思われる分銅のどちらか

らのせていくか。

2 いろいろな物質・密度
⑴ ものの形など，外観に注目したときのよび方を何というか。

⑵ ものの材料に注目したときのよび方を何というか。

⑶ 鉄や銅のように，電気をよく通す・みがくと光沢が出る・熱をよく伝え

る・たたくと広がるなどの性質をもつ物質を何というか。

⑷ ⑶以外の物質を何というか。

⑸ 炭素を含む物質を何というか。

⑹ ⑸以外の物質を何というか。

⑺ 物質 1cm3あたりの質量を何というか。

⑻ 質量が 13.5g，体積が 5.0cm3の物質の密度は何 g/cm3か。

3 気体の性質
⑴ 二酸化マンガンにオキシドール（うすい過酸化水素水）を加えたとき，発

生する気体は何か。

⑵ 石灰石にうすい塩酸を加えたとき，発生する気体は何か。

⑶ 亜鉛や鉄，マグネシウムなどの金属にうすい塩酸を加えたとき，発生す

る気体は何か。

⑷ 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを混ぜて加熱したとき，発生する

気体は何か。

⑸ 石灰水を白くにごらせ，水溶液が酸性を示す気体は何か。

⑹ 空気中で音を立てて燃え，燃えると水ができる気体は何か。

⑺ 水に溶けにくい気体の集め方を何というか。

⑻ 水に溶けやすく，空気より密度が大きい気体の集め方を何というか。

⑼ 水に溶けやすく，空気より密度が小さい気体の集め方を何というか。

1
⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺	

2
⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

3
⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼

196

密度
　　金属球Ａ～Ｇの質量

と体積を測定し，その

結果を右の図のように

表した。Ａ～Ｇは， 4
種類の金属のうちのい

ずれかでできた空洞のないものであり，それぞれ純

粋な物質とする。 〈愛媛改〉
⑴ 金属球Ｄの密度は何 g/cm3 か。四捨五入して

小数第 2 位まで求めよ。

⑵ 4 種類の金属のうち，1 つは密度 7.9g/cm3 の

鉄である。Ａ～Ｇのうち，鉄でできた金属球をす

べて選べ。

溶解度・質量パーセント濃度
　　右の図は，あ

る物質について

　100g の水に溶け

る物質の質量と

温度との関係を

表している。水

150g を入れたビ

ーカーを用意し，

この物質を 180g
　加えて，よくか

き混ぜた。

　〈兵庫改〉
⑴ この物質をすべて溶かすためにビーカーを加熱

したあと，40℃まで冷やしたとき，結晶が出てき

た。また，加熱により水 10g が蒸発していた。こ

のとき出てきた結晶の質量は何 g と考えられるか。

次から選べ。

　㋐　60.4g　　㋑　84.0g
　㋒　90.4g　　㋓　140.0g
⑵ ⑴のときの水溶液の質量パー

セント濃度を，次から選べ。

㋐　33％　　㋑　39％　　㋒　60％　　㋓　64％

1

2

状態変化と温度
　　右の図は，固

体の氷を加熱し

たときの状態変

化について，温

度と加熱した時

間の関係を模式的に表したものである。固体の氷を

加熱すると液体の水になり，さらに加熱すると気体

の水蒸気になる。図中のＡ～Ｅの部分のうち，液体

の水が存在するのはどれ

か。すべて選べ。 〈高知〉

混合物の加熱と温度
　　水とエタノ

ールの混合物

を加熱し，温

度変化を調べ

たところ，右

の図のようになった。沸騰が始まったのは加熱を開

始してから何分後か。次から選べ。 〈栃木改〉
　㋐　2 分後　　㋑　4 分後

　㋒　8 分後　　㋓　12 分後

音の波形
　　図 1 は，おんさＡの音の波形を，図 2 は，おんさ

Ｂ～Ｄのいずれかの音の波形をコンピュータで表示

したものである。 〈兵庫改〉

⑴ おんさＡの音は，5 回振動するのに 0.0125 秒か

かっていた。おんさＡの

音の振動数は何 Hz か。

⑵ おんさＢ～Ｄは，図 2 のＸ～Ｚのどれか。ただ

し，おんさＢの音の高さはおんさＡと同じで，お

んさＤの音は，おんさＢとＣより高かった。

3

4

5

（ ）

（ ） （ ）

（ ）

（ ）
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ばねののび
　　あるばねにいろいろ

な質量のおもりをつる

し，ばねののびを測定

した。右の図は，その

結果である。ばねのの

びが 2.8cmのとき，つ

るしたおもりの質量は何 gか。ただし，質量 100gの

物体にはたらく重力の大き

さを1Nとする。   〈青森改〉

地震波
　　震源から地点Ａ，地点Ｂまでの距離は，それぞれ

　56km，252kmであり，地点Ａでは，14時 7分 34秒

にＰ波を観測した。次の図は，この地震における，

　震源からの距離と初期微動継続時間の関係を表した

ものである。ただし，Ｓ波が伝わる速さを 3.5km/s
とする。 〈静岡〉

⑴ 地震が発生してから，地点Ａに，Ｐ波が到達す

るまでにかかった時間

は何秒か。

⑵ 地点Ｂに，Ｐ波が到

達する時刻を答えよ。

銅粉の加熱
　　Ａ班は 1.2g，Ｂ班は

1.6g，Ｃ班は 2.0g の

銅粉をステンレス皿に

のせ，ガスバーナーで

加熱し，加熱後の質量

をはかった。この操作

をくり返したところ，上の図のような結果になった。

Ｃ班の 2回目の加熱後の物質の質量が 2.42gであっ

たとき，酸素と結びついていない銅は何 gあったか。

〈福岡改〉

6

7

8

化学変化と質量
　　うすい塩酸 20.0cm3を入れた 5個のビーカーを用

意し，それぞれに質量 1.00g，2.00g，3.00g，4.00g，

5.00gの炭酸カルシウムを加え，発生した気体の質

量を調べた。表は，その結果である。 〈兵庫改〉

　　右の図のように，実験の
結果をグラフにすると，塩

酸 20.0cm3と炭酸カルシウ

ムが過不足なく反応すると

きの炭酸カルシウムの質量

が推測できる。その質量を，次から選べ。

　㋐　3.25g　　㋑　3.50g
　㋒　3.75g　　㋓　4.00g

金属の酸化と質量
　　右の図は，金属

の質量と結びつい

た酸素の質量との

関係をグラフに表

したものである。

　同じ質量の銅とマ

グネシウムに結びつく酸素の質量をそれぞれａ，ｂ

とすると，ａとｂの比ａ：ｂはどのようになると考

えられるか。次から選べ。 〈神奈川改〉
　㋐　1：2　　㋑　1：4　　㋒　2：3
　㋓　3：5　　㋔　3：8　　㋕　4：5

電流と電圧の関係
　　電熱線Ｐと電熱線Ｑ

について，電熱線に加

える電圧を変えて電熱

線に流れる電流の大き

さを調べると，右の図

のようになった。 
〈香川改〉

⑴ 電熱線Ｐの抵抗は

何Ωか。

⑵ 電熱線ＰとＱの並列回路をつくり，3.0Vの電

源につなぐと，回路に

流れる電流は何Ａか。
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質量パーセント濃度
　　質量パーセント濃度が 12%の塩化ナトリウム水溶液が 150gあるとき，この水溶液の溶媒の質量は何 gか。〈静岡〉

音の振動数
コップから出る音の波形を模式的に表すと，右の図のようになった。この音の振動数は

何 Hzか。ただし，グラフの横軸の 1目盛りは 0.0005秒である。 〈大分〉

音の速さ
　右の図のように，漁業では，超音波の反射を利用して，魚の群れの位置を調べている。

船の底から発射した超音波が魚の群れに当たり，はね返ってもどってくるまでの時間が

0.04秒であったとすると，船の底と魚の群れとの距離は何mか。ただし，水中の音の速

さは 1500m/sとする。 〈大分〉

地震波の速さ
　　地震発生後，震源近くの地震計によって観測されたＰ波の解析をもとに，気象庁によって地点Ａを含む地域に緊

急地震速報が発表された。震源から 73.5km離れた地点Ａでは，この緊急地震速報が発表されてから，3秒後にＰ波が，

12秒後にＳ波が観測された。Ｓ波の伝わる速さを 3.5km/sとすると，Ｐ波の伝わる速さは何 km/sか。小数第 2位

を四捨五入して，小数第 1位まで答えよ。ただし，Ｐ波とＳ波が伝わる速さはそれぞれ一定であるものとする。〈静岡〉

化学変化と質量
　　右の図のように，黒色の酸化銅 2.00gと炭素の粉末 0.12gを反応させたと

ころ，二酸化炭素が発生し，試験管Ｐには，黒色の酸化銅と赤色の銅の混合

物が 1.68g残った。このとき，発生した二酸化炭素の質量と，試験管Ｐに残

った黒色の酸化銅の質量はそれぞれ何 gか。ただし，酸化銅に含まれる銅

と酸素の質量の比は 4：1であり，試験管Ｐの中では，酸化銅と炭素との反

応以外は起こらず，炭素はすべて反応したものとする。 〈愛媛〉

1
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（ ）答

計算問題⑵入試対策 完成9
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血液の循環
　一般的な成人の場合，体内の全血液量は 5600cm3であり，心臓の拍動数は 1分につき 75回で，1回の拍動によ

り心臓の右心室と左心室からそれぞれ 64cm3の血液が送り出される。このとき，体内の全血液量に当たる 5600cm3 

の血液が心臓の左心室から送り出されるのにかかる時間は何秒か。 〈静岡〉

電熱線の発熱量
　消費電力が 910Wの電気ケトルを使って，水温 20℃の水 150cm3を 100℃まで温度上昇させると 90秒かかった。

発熱した熱量のうち，水から逃げた熱量は，150cm3の水を何℃上昇させる熱量に当たるか。ただし，水 1gの温

度を 1℃上昇させるのに必要な熱量は 4.2J，水の密度は 1g/cm3とし，電気ケトルから発生した熱はすべて水に伝

わったものとする。 〈埼玉〉

圧力
　　右の図のように，直方体のレンガを表面が水平な板の上に置く。レンガのＡの面を

下にして置いたときの板がレンガによって受ける圧力は，レンガのＢの面を下にして

置いたときの板がレンガによって受ける圧力の何倍になるか。 〈静岡〉

仕事
　　右の図のように，台車を斜面に沿って 80cmゆっくりと引き上げたとき，

ばねばかりはつねに 5Nを示していた。台車にした仕事の大きさは何Jか。

ただし，用いた糸や動滑車の質量，および摩擦は考えないものとする。ま

た，糸はのび縮みせず，たるまない状態で行ったものとする。 〈滋賀〉

右の図のように，小球を，水平面からの高さ 50cm 
の斜面上に静かに置いたところ，小球は斜面上を移

動し，水平面上のＡ点を通り，さらに斜面を上がっ

て，水平面からの高さ 30cmの斜面上のＢ点を通過

した。小球がＡ点を通るときの運動エネルギーの大

きさは，Ｂ点を通るときの運動エネルギーの大きさの何倍か。ただし，小球がもつ位置エネルギーの大きさは水平

面からの高さに比例し，小球に摩擦ははたらかないものとする。 〈新潟〉
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練習問題
1 ガスバーナー　右の図は，ガスバーナーの一部を拡大した図である。
⑴ Ａ，Ｂのそれぞれのねじの名称を答えよ。

⑵ Ａ，Ｂのうち，点火するとき，先に操作するの

はどちらのねじか。

⑶ 点火するとき，ねじは，㋐，㋑のどちらの向き

に回すか。

⑷ ガスバーナーの炎の色は，何色になるように調節するか。

2 メスシリンダー・上皿てんびん　右の
図 1， 2を見て，次の問いに答えよ。

⑴ メスシリンダーに入れた水の体積を読

みとるとき，目の位置はどのようにする

か。図 1の㋐～㋓から選べ。

⑵ 図 1のメスシリンダーは，100mLま

ではかることのできるものである。水の

体積は何 cm3か。

⑶ 図 2は，上皿てんびんを用いてある物

体の質量を測定したとき，つり合った分銅である。物体の質量は何 gか。

⑷ 図 2で，最後にのせたのはどの分銅か。

⑸ 上皿てんびんがつり合ったかどうかは，どのように判断するか。次か

ら選べ。

㋐　指針が中央で止まることを確認する。

㋑　指針が左右に等しく振れることを確認する。

㋒　指針が動かなくなったことを確認する。

3 物質の分類　次のＡ～Ｈの物質について，あとの問いに答えよ。
Ａ　ガラス Ｂ　砂糖 Ｃ　食塩

Ｄ　鉄 Ｅ　銅 Ｆ　プラスチック

Ｇ　アルミニウム　　Ｈ　エタノール

⑴ 電気をよく通し，みがくと特有のかがやきが出るものを，Ａ～Ｈから

すべて選べ。

⑵ 有機物である物質を，Ａ～Ｈからすべて選べ。

⑶ 右の図のように，集気びんの中で有機物を燃

やしたところ，内側が白くくもった。

① 白くくもったのは，何という物質ができた

ためか。

②　記述　火が消えたあとに石灰水を入れ，集

気びんを振ると，石灰水はどうなるか。

③ ②の変化から，この実験で何が発生したこ

とがわかるか。

1 1

⑴Ａ

　Ｂ	

⑵

⑶

⑷

2 1

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

3 2

⑴

⑵

⑶①

　②

　③	
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エ水
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6 3

⑴	

⑵	

⑶	

5 3

⑴Ａ

　Ｂ

⑵	

⑶	

⑷	

4 2

⑴Ａ

　Ｂ	

⑵Ａ

　Ｂ	

4 密度　金属Ａ，Ｂがあり，これらは鉄，銅，アルミニウムのいずれか
である。金属Ａ，Ｂについて，次の実験を行った。

実験 1　金属Ａの質量を電子てんびんではかったところ 18.8gであった。
　実 験 2　25.0cm3の水が入ったメスシリンダーに金属Ａを静かに入れて目

盛りを読みとったところ 32.0cm3であった。

　実 験 3　金属Ｂも同様にして調べたところ，質量は 33.1g，25.0cm3の水
が入ったメスシリンダーに入れたときの目盛りは 29.2cm3であった。

⑴ 金属Ａ，Ｂの密度をそれぞれ求めよ。ただし，答えは小数第 2位を四

捨五入して，小数第 1位まで求めるものとする。

⑵ 次の表は， 3種類の金属の密度を表したものである。金属Ａ，Ｂは何

であったことがわかるか。それぞれ物質名を答えよ。

5 気体の性質　気体Ａ～Ｄがあり，これらは酸素，水素，窒素，アンモ
ニアのいずれかである。気体Ａ～Ｄについて，次の実験を行った。

実験 1 気体Ａ～Ｄを試験管に入れ，手であおぐようにしてにおいをかい

だところ，Ａは特有の刺激臭があったが，他はにおいがなかった。

実験 2　気体Ｂ～Ｄをポリエチレンの袋に満たし，口を閉じたところ，Ｂ
の袋は上昇したが，他は上昇しなかった。

⑴ 気体Ａ，Ｂはそれぞれ何か。

⑵ 気体Ｂの最も適切な集め方を，次から選べ。

　㋐　水上置換法　　　㋑　上方置換法　　　㋒　下方置換法

⑶　記述　気体Ｂを⑵の方法で集められる理由を，簡単に書け。

⑷ この実験では，気体Ｃ，Ｄを区別できなかった。気体Ｃ，Ｄを区別す

る方法を，次から選べ。

㋐　それぞれの気体を石灰水の入った集気びんに満たし，よく振る。

㋑　それぞれの気体を BTB溶液の入った集気びんに満たし，よく振る。

㋒　それぞれの気体を試験管に満たし，火のついた線香を入れる。

㋓　それぞれの気体をペットボトルに満たし，熱い湯をかける。

6 アンモニアの性質　右の図は，かわいた
丸底フラスコにアンモニアを入れ，スポイト

を押して，フラスコ内に水を入れる実験のよ

うすである。

⑴ 記述　スポイトを押すと，丸底フラスコ

　内のガラス管から水がふき出した。これは

アンモニアがもつある性質のためである。

それはどのような性質か。簡単に書け。

⑵ フラスコ内にたまった水の色は何色になったか。

⑶ アンモニアの適切な集め方を，次から選べ。

　㋐　水上置換法　　　㋑　上方置換法　　　㋒　下方置換法

物質 鉄 銅 アルミニウム
密度〔g/cm3〕 7.87 8.96 2.70

丸底
フラスコ

水を入れた
スポイト

無色の
フェノール
フタレイン
溶液を加え
た水
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実戦問題
　　 砂糖，食塩，デンプンの性質を調べて判別するために，次の実験を行った。物質Ａ～Ｃはすべて異なる物質で
あり，それぞれ砂糖，食塩，デンプンのいずれかである。また，表は実験結果である。 〈京都改〉

　実�験　①　アルミニウムはくを巻いた燃焼さじを 3本用意し，物質Ａ～Ｃを 0.5gずつ別々にのせ，図 1のように，

炎の中に入れて燃えるかどうかを調べる。燃えた物質については図 2のように，火がついたまま石灰水の入った

集気びんに入れてふたをする。火が消えたら燃焼さじをとり出し，図 3のように集気びんを振り，石灰水のよう

すを調べる。

② 20℃の水 80gを入れたビーカーを 3個用意する。 1個目のビーカーに物質Ａを 8g， 2個目のビーカーに物質

Ｂを 8g， 3個目のビーカーに物質Ｃを 8g加えてかき混ぜ，溶けるかどうかを調べる。

⑴ 実験の①で，物質Ａ・Ｂが燃えたときに発生し，石灰水を白くにごらせた気体は何か。
⑵ 物質Ａ・Ｂのような，燃えたときに，石灰水を白くにごらせる気体が発生し，炭になる物質を何というか。

⑶ 実験の結果から，物質Ａ・Ｂはそれぞれ砂糖，食塩，デンプンのどれか。

　　 金属について，次の問いに答えよ。 〈群馬〉
⑴ 金属に共通する性質としてあてはまるものを，次からすべて選べ。

㋐　電気をよく通す。　　　　　　　　㋑　磁石につく。

㋒　みがくと光を受けてかがやく。　　㋓　たたくとうすく広がる。

⑵ 3種類の金属ａ～ｃの質量と体積を測定した。表はその結果をまとめ

たものである。ａ～ｃのうち，密度が最も大きいものと最も小さいものを，それぞれ選べ。

　　 大介さんは， 1円硬貨がアルミニウムでできていることを知り，次の実験を行った。 〈宮崎改〉
　実�験　①　 1円硬貨 40枚の質量をはかった。

② 水の入ったメスシリンダーに 1円硬貨を 1枚ずつ沈めた。 1円硬貨を 40枚

沈めて，増えた体積をはかった。

⑴ 1円硬貨を 40枚沈めるとちゅうで液面を見ると，右の図のようになって

いた。図のときの目盛りを読みとれ。

⑵ 実験の①で， 1円硬貨 40枚の質量が 40gであった。また，実験の②で，
1円硬貨 40枚で増えた体積は 14.8cm3であった。アルミニウムの密度を求

めよ。ただし，小数第 2位を四捨五入して求めよ。

⑶ 記述　下線部に関して，水の中で 1円硬貨が沈む理由を，簡単に書け。

1

2

3

金属 a b c
質量〔g〕 47.2 53.8 53.8
体積〔cm3〕 6.0 6.0 20.0

物質Ａ 物質Ｂ 物質Ｃ

① 燃えて炭になり　　　
石灰水は白くにごった

燃えて炭になり　　　
石灰水は白くにごった 燃えなかった

② 溶けた ほとんどが溶け残った 溶けた

⑴ ⑵ ⑶ Ａ Ｂ

⑴ ⑵ ⑶

⑴ ⑵ 最大 最小

ガス
バーナー

燃焼
さじ 集気

びん

振る
ふた

石灰水

図 1 図 2 図 3

メスシリンダー
（100cm3）
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　　 気体を発生させる実験について，次の問いに答えよ。 〈兵庫改〉
⑴ 酸素を発生させるためには，二酸化マンガンに何を加えればよいか。次から選べ。

㋐　うすい塩酸　　　㋑　亜鉛　　　㋒　塩化アンモニウム　　　㋓　うすい過酸化水素水

⑵ 石灰石にうすい塩酸を加えたとき，発生する気体として適切なものを，次から選べ。

㋐　二酸化炭素　　　㋑　酸素　　　㋒　塩素　　　㋓　水素

⑶ ⑵で発生した気体を水に溶かした水溶液の性質として適切なものを，次から選べ。

㋐　ヨウ素液を加えると水溶液は青紫色に変わる。

㋑　BTB溶液を加えると水溶液は緑色に変わる。

㋒　青色リトマス紙に水溶液をつけると赤色に変わる。

㋓　フェノールフタレイン溶液を加えると水溶液は赤色に変わる。

　　 二酸化炭素，水素，アンモニアの性質を調べるために，それぞれの気体を別々のかわいた試験管にとったあと，
ゴム栓をして，次の実験 1～ 3を行った。 〈新潟改〉
実験1　二酸化炭素が入った試験管のゴム栓をはずし， Ｘ を加え，再びゴム栓をしてよく振ったところ，

Ｘ は白くにごった。

実験2　水素が入った試験管のゴム栓をはずし，試験管の口にマッチの炎を近づけたところ，ポンと音をたてて燃
えた。

実験3　アンモニアが入った試験管を，フェノールフタレイン溶液を加えた水の中で，試験管の口を下に向けて立
て，ゴム栓をはずしたところ，試験管の中に勢いよく水が入り，試験管の中の水の色は赤くなった。

⑴ 実験1について， Ｘ にあてはまる液体として最も適当なものを，次から選べ。

　㋐　食塩水　　　㋑　石灰水　　　

　㋒　砂糖水　　　㋓　炭酸水

⑵ 実験2について，次の①，②に答えよ。
① この実験で生じた物質は何か。その物質名を書け。

② 水素を発生させる方法として最も適当なものを，次から選べ。

　　㋐　貝殻にうすい塩酸を加える。　　　㋑　ジャガイモにオキシドールを加える。

　　㋒　亜鉛にうすい塩酸を加える。　　　㋓　重そうに酢を加える。

　　㋔　塩化アンモニウムと水酸化ナトリウムの混合物に水を加える。

⑶ 実験3について，次の①，②に答えよ。
　① 記述　下線部からわかるアンモニアの性質を，簡単に書け。

② 記述　右の図のように，水酸化カルシウムの粉末と塩化アンモニ

ウムの粉末を混ぜたものを，かわいた試験管に入れて十分に加熱し，

発生するアンモニアをかわいた試験管に集めることができる。この

ようにして集めるのは，アンモニアのどのような性質のためか。簡

単に書け。

4

5

⑴ ⑵ ① ②

⑶
①

②

⑴ ⑵ ⑶

アンモニアを
集める試験管

水酸化カルシウムの粉末と
塩化アンモニウムの粉末を
混ぜたもの
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次の問いに答えよ。

次の問いに答えよ。

⑴ 砂糖 40gを水 160gに溶かした砂糖水の質量パーセント濃度は何％か。 〈栃木〉

（ ）
⑵ 60℃の水を 100g入れたビーカーに，塩化ナトリウムを 35g加え，すべてを溶かしたときの塩化ナトリウム水

溶液の質量パーセント濃度は何％か。小数第 2位を四捨五入して，小数第 1位まで求めよ。 〈高知〉

（ ）
⑶ 蒸発皿に 15.0gの水溶液を入れ，水をすべて蒸発させたところ，2.4gの白い物質が残った。この水溶液の質量

パーセント濃度は何％か。 〈鹿児島改〉

（ ）
⑷ 砂やプランクトンをとり除いた海水を 20gとり，蒸発皿にうつした。図のよう

に，これを加熱して水を蒸発させたところ，蒸発皿に白い固体だけが残った。この

白い固体は塩化ナトリウムであり，その質量をはかったところ，0.67gであった。

この海水を塩化ナトリウム水溶液として考えると，この海水の質量パーセント濃度

は何％か。小数第 2位を四捨五入して，小数第 1位まで求めよ。 〈千葉〉

（ ）

1

2

⑴ 水に 15gの食塩を溶かして，食塩水 50gをつくった。この食塩水の質量パーセント濃度は何％か。

⑵ 80gの水に 20gの砂糖を溶かして，砂糖水をつくった。この砂糖水の質量パーセント濃度は何％か。

　　　　質量パーセント濃度〔％〕＝　　　　　　　×100＝　　　　　　　　　　　　　  　×100

⑴　　　×100＝30　よって，30％　　⑵　　        　 ×100＝20　よって，20％ 
答　⑴ 30％　　⑵ 20％

解説 溶質の質量〔g〕
溶液の質量〔g〕

溶質の質量〔g〕
溶媒の質量〔g〕＋溶質の質量〔g〕

15g
50g

20g
80g＋20g

質量パーセント濃度1強化学習

⑴ 水に 40gの砂糖を溶かして，砂糖水 100gをつ

くった。この砂糖水の質量パーセント濃度は何％

か。 （ ）
⑶ 水に 8gの砂糖を溶かして，砂糖水 50gをつくっ

た。この砂糖水の質量パーセント濃度は何％か。

（ ）
⑸ 70gの水に 30gの砂糖を溶かして，砂糖水をつ

くった。この砂糖水の質量パーセント濃度は何％

か。 （ ）
⑺ 138gの水に 12gの食塩を溶かして，食塩水をつ

くった。この食塩水の質量パーセント濃度は何％

か。 （ ）

⑵ 水に 20gの食塩を溶かして，食塩水 80gをつ

くった。この食塩水の質量パーセント濃度は何％

か。 （ ）
⑷ 水に 25gの食塩を溶かして，食塩水 125gをつ

くった。この食塩水の質量パーセント濃度は何％

か。 （ ）
⑹ 120gの水に 30gの食塩を溶かして，食塩水を

つくった。この食塩水の質量パーセント濃度は

何％か。 （ ）
⑻ 380gの水に 120gの砂糖を溶かして，砂糖水

をつくった。この砂糖水の質量パーセント濃度は

何％か。 （ ）

例題1 質量パーセント濃度計算

蒸発皿
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次の表は，ある物質の溶解度を表したものである。

⑴ 10℃の水 100gにこの物質を溶かし，飽和水溶液をつくった。この水溶液の質量パーセント濃度は何％か。

　小数第 1位を四捨五入して，整数で答えよ （ ）
⑵ 30℃の水 100gにこの物質を溶かし，飽和水溶液をつくった。この水溶液の質量パーセント濃度は何％か。

　小数第 2位を四捨五入して，小数第 1位まで求めよ。 （ ）
⑶ 40℃の水 100gにこの物質を溶かし，飽和水溶液をつくった。この水溶液の質量パーセント濃度は何％か。

　小数第 1位を四捨五入して，整数で答えよ。 （ ）
⑷ 50℃の水 200gにこの物質を溶かし，飽和水溶液をつくった。この水溶液の質量パーセント濃度は何％か。

　小数第 2位を四捨五入して，小数第 1位まで求めよ。 （ ）
⑸ 70℃の水 50gにこの物質を溶かし，飽和水溶液をつくった。この水溶液の質量パーセント濃度は何％か。

　小数第 2位を四捨五入して，小数第 1位まで求めよ。　 （ ）

次の問いに答えよ。

⑴ 塩化ナトリウムは，60℃の水 100gに最大で 37.1g溶ける。60℃の塩化ナトリウム飽和水溶液の質量パーセン

ト濃度は何％か。小数第 2位を四捨五入して，小数第 1位まで求めよ。 〈佐賀〉

（ ）
⑵ 右の表は，水 100gに溶けるミョウバンの質量と温度の関係を表

したものである。ビーカーに 60℃の水 100gを入れ，ミョウバンを

溶け残りがないようにかき混ぜながら加え，飽和水溶液をつくっ

た。このミョウバンの飽和水溶液の質量パーセント濃度は何％か。小数第 2位を四捨五入して，小数第 1位まで

求めよ。 〈静岡改〉

（ ）
⑶ 水 5.0cm3（5.0g）を入れた試験管に硝酸カリウムを溶かし，60℃の飽和

水溶液を用意した。この飽和水溶液の質量パーセント濃度は何％か。小

数第 2位を四捨五入して，小数第 1位まで求めよ。ただし，右の表は，

水の温度と 100gの水に溶ける硝酸カリウムの質量との関係を表したも

のである。 〈三重改〉

（ ）

3

4

　次の表は，ある物質の溶解度を表したものである。

⑴ 60℃の水 100gにこの物質を溶かし，飽和水溶液をつくった。この水溶液の質量パーセント濃度は何％か。

⑵ 30℃の水 100gにこの物質を溶かし，飽和水溶液をつくった。この水溶液の質量パーセント濃度は何％か。

小数第 1位を四捨五入して，整数で答えよ。

　　　　飽和水溶液とは，物質を限度まで溶かしてつくった水溶液である。

⑴　　        　  ×100＝37.5　よって，37.5％　　⑵　　        　  ×100＝13.0…　よって，13％
答　⑴ 37.5％　　⑵ 13％

解説
60g

100g＋60g
15g

100g＋15g

例題2 溶解度と質量パーセント濃度計算

水の温度〔℃〕 20 30 40 50 60
100gの水に溶ける質量〔g〕 5 15 25 40 60

水の温度〔℃〕 10 20 30 40 50 60 70
100gの水に溶ける質量〔g〕 22 32 46 64 85 109 136

温度〔℃〕 0 30 60
水100gに溶けるミョウ
バンの質量〔g〕 5.7 16.5 57.5

水の温度
〔℃〕

100gの水に溶ける
硝酸カリウムの質量〔g〕

20 31.6

40 63.9

60 109.2


