
    

              学習日  年  月  日 

単 元     年    組    番     

１３問 
５年 「わたしたちのくらしと国土」 氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

１ 次の大陸の名前を書きましょう。 

 

①  ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

 

２ 次の海洋の名前を書きましょう。 

 

A B C 

 

３ 日本の東西南北のはしを書きましょう。 

 

東のはし 西のはし 南のはし 北のはし 

 

① 

C 
③ 

よいこの社会科 ４月号 P４・P５ 

チャレンジシート② きほん 

C Ａ 

 Ｂ 

② 

⑥ 

⑤ 

④ 

④ 

ユーラシア大陸 オーストラリア大陸 アフリカ大陸 

北アメリカ大陸 南アメリカ大陸 南極大陸 

太平洋 インド洋 大西洋 

南鳥島 与那国島 沖ノ鳥島 択捉島 



    

              学習日  年  月  日 

単 元     年    組    番 

５年 「わたしたちのくらしと国土」 氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 日本は             大陸の東にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャレンジシート① 学ぶ 

 

ユーラシア 

六大陸と三海洋 

よいこの社会科 ４月号 P６ 

 

よいこの社会科 ４月号 P４・P５ 

 

・ 周りを海に囲まれた島国です。 

・ 北海道・本州・四国・九州の四つの大きな島と６８００もの島でできています。 

・ 南北に細長く、弓のような形をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の特色 



  

                   学習日  年  月  日 

単  元    年   組   番 

１３問 
５年「工業生産を支える人々」 氏名 

１ 工業について，次の問いに答えましょう。 

（１）次の工業にあてはまる工業製品はどれですか。合うものを   で結びましょう。 

   ①機
き

械
か い

工業 ・      ・食パン，ジュース，ヨーグルト 

   ②金
き ん

属
ぞ く

工業 ・      ・鉄の板，ねじ，線路 

   ③化学工業 ・      ・タオル，洋服，糸 

   ④食料品工業・      ・薬，洗
せん

ざい，プラスチック 

   ⑤繊
せん

維
い

工業 ・      ・自動車，電化製品，携帯
けいたい

電話 

    

（２）（１）の①～⑤の工業を重化学工業と軽工業に分けて，記号で書きましょう。 

   

   重化学工業（           ） 

   軽工業  （           ） 

 

２ 下の資料を見て，答えましょう。 

（１）地図中の○あ，○いにあてはまる 

言葉を下の（    ）に書き 

ましょう。 

   ○あ（     ）工業地帯 

○い（     ）工業地帯 

（２）地図中の    で表した工 

業がさかんなところを何とい 

いますか。 

  （      ）ベルト 

（３）次の文の（    ）にあて 

はまることばを書きましょう。 

生産額が一番多いのは， 

（    ）工業地帯で，中で 

も（    ）工業がさかんで 

ある。 

      

 

 

チャレンジシート② きほん 

○あ   

○い  

「よいこの社会科」１１月号  

６，７ページより  

④・⑤ 

① ・②・③ 

北九州 

中京 

太平洋 

中京 

機械 



  

                   学習日  年  月  日 

単  元    年   組   番 

８問 
５年「工業生産を支える人々」 氏名 

１ 次の資料を見て，答えましょう。 

●日本の輸出・輸入品の種類別わりあい（２０１１年） 

 

 

 

 

 

 

（１） 次の文の（    ）にあてはまる言葉を下の    から選んで，記号を書き 

ましょう。 

日本は資
し

源
げん

にめぐまれないので，石油や鉄
てっ

鉱石
こうせき

などの（   ）や（   ）を

輸入し，それを（   ）した工業製品を輸出しています。 

 

 

 

（２）日本が行っている(１)のような特色をもつ貿易を何と言いますか。 

                               （加工  ）貿易 

 

２ 次の資料を見て，答えましょう。 

（１） 次の文の（    ）にあてはまる言葉   

を下の    から選んで，記号を書きま   

しょう。 

 

    日本は，周りを（    ）で囲まれた島国   

なので，輸出入には船が多く利用されます。最近

では，（   ）にある日本の工場で生産された

製品を輸入することが多くなっています。また，

魚・貝類を中心とした（   ）が輸入されるこ

とも多くなっています。新鮮な食料や値段の高い

工業製品などの輸送には，早く運べる（   ）

も利用されています。 

 

  

 

 

チャレンジシート③ ジャンプ 

 

○ア加工  ○イ 燃料
ねんりょう

  ○ウ製品  ○エ衣類  ○オ工業原料 

 

○ア鉄道  ○イ山  ○ウ海  ○エ外国  ○オ航空機  ○カ食料 

「よいこの社会科」１１月号 １２ページより  

●港別にみた貿易額(２００８年 財務省) 

○イ  ㋔ 

○ア  

○ウ  

○エ  

○カ  

○オ  



 

  

                   学習日  年  月  日 

単  元     年   組   番 

９問 
５年「環境

かんきょう

を守る人々」 氏名 

１ 下の年表は，北九州市が公害を克服してきた歴史を整理したものです。この年表を見

て，次の問いに答えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 次の文の（    ）にあてはまる言葉を書き入れましょう。 

  ①  １９５０年ごろ，戸畑でばいじんが降
ふ

って被
ひ

害
がい

が出始めたことから，

（           ）が公害反対運動を始めた。 

  ② １９６６年，洞
どう

海
かい

湾
わん

が魚のすめない（      ）である 

  ことがわかった。 

  ③ １９７０年，（     ）ための市のきまりがつくられた。 

  ④ （     ）年，環境庁から「星空の街
まち

」に選ばれた。 

２ 北九州市の環境首都を目ざした取り組みについて，次の文の（   ）にあてはまる

言葉を下の   から選んで，書き入れましょう。 

 （１）北九州市でのエコタウンには，自動車や電化製品
せいひん

などの（     ）工場があ

ります。ここでは，不要になった製品を解体した後，部品や材料を分別し，取り出

された（     ）をさまざまなものに再利用しています。 

（２）北九州市では，『市民が環境について学ぶ場所』として，（        ）を

つくりました。 

 （３）環境を守るためには国際協力が必要という考え方から，（     ）の国を中

心に広く世界の国々に協力をよびかけています。中国やフィリピンに（      ）

に出かけたり，各国から人々が環境を守る技術を学びに来たりしています。 

  

 

 

 

 ヨーロッパ  技術指導  八幡製鉄所  リサイクル  リデュース 

アジア   資源  ごみ  環境ミュージアム  いのちのたび博物館 

チャレンジシート② きほん 

戸畑の中原婦人会 

死の海 

公害を防ぐ 

リサイクル 

資源 

環境ミュージアム 

アジア 

技術指導 

１９８７ 



    

              学習日  年  月  日 

単 元     年    組    番 

５年 「わたしたちのくらしと国土」 氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 地球上の位置を表すためには        や        を使う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緯度・緯線・・・ 緯度は，南北の位置を示すもの。赤道が通っている位置を０度と

して，北は北緯９０度まで，南は南緯９０度まで数える。同じ緯度を

線で結んだものを緯線という。 

 

経度・経線・・・ 経度は，東西の位置を示すもの。北極からイギリスのロンドンを

通って，南極を結ぶ線のある位置を０度として，東は東経１８０度ま

で，西は西経１８０度まで数える。同じ経度を線で結んだものを経線

という。 

 

赤道・・・・・・ 北極と南極の中間を通る線で，この周囲は年中暑い地域である。 

 

緯度と経度 

緯 度 

南緯 

北緯 

西経 

東経 

０度の経線 

（イギリスのロンドン） 

０度の緯線 

（赤道） 

90度 

90度 

・ 

・ 
北極 

（北緯 90度） 

南極 

（南緯 90度） 

180度 

180度 

チャレンジシート① 学ぶ 

経 度 



    

              学習日  年  月  日 

単 元    年   組   番 

１１問 
５年 「わたしたちのくらしと国土」 氏名 

１ （  ）にあう言葉や数字を      から選んで書きましょう。 

◆ 東西の位置は（①     ）か

ら南北の位置は（②     ）から

わかる。 

◆ 緯度は，赤道が通っている位置を

０度とする。北は（③    ）まで，

南は南緯９０度まで数える。同じ緯度

を線で結んだものを（④    ）と

いう。 

◆ 経度は，北極からイギリスの（⑤    ）を通って，南極を結ぶ線のある

位置を０度とする。東は（⑥    ）まで，西は西経１８０度まで数える。

同じ経度を線で結んだものを（⑦    ）という。 

 

 

 

 

 

２ 地図帳を使って調べて，日本の位置を，緯度や経度を使って表しましょう。 

 

 

 

 

 

 

ロンドン   経度   緯度   北緯９０度    

赤道   経線   緯線   東経１８０度 

日本の南北はおよそ北緯（ ４５．３３ ）度～（２０．２５）度，東西はお

よそ東経（１２２．５６）度～（１５３．５９）度の間あたりにある。 

チャレンジシート② きほん 

よいこの社会科 ４月号 P６ 

経度 

北緯 90度 

緯度 

緯線 

ロンドン 

東経 180度 

経線 



                学習日  年  月  日 

単  元 年    組    番 

３問 ５年「農業のさかんな地域
ち い き

をたずねて」 氏名 

 

都道府県別の米の生産量の表を見て，考えましょう。 

●都道府県別の米の生産量 

都道府県 生産量 都道府県 生産量 都道府県 生産量 

北海道  ６２．９ 新潟 ６６．４ 鳥取 ７．３ 
青森  ３０．３ 富山 ２１．７ 島根 ９．８ 
岩手  ３０．０ 石川 １３．９ 岡山 １７．０ 
宮城  ３９．９ 福井 １３．９ 広島 １３．５ 
秋田  ５２．９ 山梨 ２．９ 山口 １１．２ 
山形  ４１．５ 長野 ２１．７ 徳島 ６．５ 
福島  ３８．３ 岐阜 １２．２ 香川 ７．４ 
茨城  ４１．４ 静岡 ８．９ 愛媛 ７．５ 
栃木  ３６．５ 愛知 １５．７ 高知 ５．８ 
群馬   ９．０ 三重 １５．６ 福岡 １８．５ 
埼玉  １７．０ 滋賀 １７．７ 佐賀 １３．１ 
千葉  ３３．８ 京都 ８．２ 長崎 ６．３ 
東京   ０．０７ 大阪 ２．８ 熊本 １９．３ 
神奈川 １．６ 兵庫 １９．４ 大分 １１．５ 

（単位：生産量＝万ｔ） 
１ｔ＝１０００㎏ 

奈良 ４．８ 宮崎 ９．４ 

和歌山 ３．７ 鹿児島 １１．５ 

２０１３年（平成２５年）農林水産省 沖縄 ０．２ 

 

南魚沼地方の米づくりの仕事を確認しましょう。 

●米づくりの主な仕事 

 

☆ 米づくりの仕事について，（     ）にあてはまる言葉を，下の      の中から

えらんで書きましょう。 

田植えまでに，田おこしや（ しろかき ）などを行い，栄養分のある土を作っておくこ

とが大切です。また，トラクターやコンバインなどの（  機械  ）を使い，作業時間を

（  減らす  ）工夫をしています。 

稲かり・しろかき・増やす・減らす・機械・手作業 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

とれ高の多い

都道府県，ベスト

３はどこでしょ

う？ 

どの地方で，お

米がたくさんつ

くられているの

でしょう？ 

 福岡県のお米

の生産量は，どれ

ぐ ら い で し ょ

う？ 

種まき・苗
なえ

づくり 

田おこし・しろかき 

肥
ひ

料をまく 田植え 

水の管理 

除草
じょそう

・様子を見て肥料を加える・

農薬をまく 

稲
いね

かり 

 

乾燥
かんそう

・もみすり 

 

出荷 

機械や道具の

整備
せ い び

・片付け 

全国の米の生産量 

８６０．３万ｔ 

チャレンジシート① 学ぶ 



              学習日  年  月  日 

単  元 年    組    番 

１３問 ５年「農業のさかんな地域
ち い き

をたずねて」 氏名 

１は、「チャレンジシート① 学ぶ」の「都道府県別の米の生産量」の表を見て答えましょう。 

１ 稲作
いなさく

について，次の問いに答えましょう。 

 （１）全国の米の生産量が多い都道府県ベスト５を、生産量の多い順に書きましょう。 

①（新潟県 ）②（北海道 ）③（秋田県 ）④（山形県 ）⑤（茨城県 ）  

 

 （２）下の図は，米づくりの主な仕事です。（    ）の中に，何の作業か   の中から

えらんで書きましょう。 

（ 田おこし ） （  しろかき  ） （ 田植え  ） （  いねかり  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 田おこし ・ 消毒
しょうどく

 ・ 田植え ・ しろかき ・ いねかり   

 
 

２ 次のグラフを見て，答えましょう。 

● 我
わ

が国の主なこく物やいも類
るい

の自
じ

給率
きゅうりつ

 

 

（２０１３年 平成２５年 農林水産省） 

 

 

 

％ 

（１） 下の文の（  ）にあてはまる言葉

を下の   から選んで，記号を書き

ましょう。 

自給率が一番高い食料は（ ○オ  ） 

で，（ ○ク  ）％です。大豆の自給率 

は（ ○カ  ）％です。 

日本は，大豆などの食料の多くを， 

外国からの（ ○イ  ）にたよってい 

ます。 

 

７１ 

９ 

７ ％ 

チャレンジシート② きほん 

○ア輸出
ゆしゅつ

 ○イ輸入
ゆにゅう

 ○ウさつまいも ○エ大豆 ○オ米 ○カ 7 ○キ 12 ○ク 96 

 

 

よいこの社会科 ７月号 P５～６ 

 



                学習日  年  月  日 

単  元 年    組    番 

５問 ５年「農業のさかんな地域
ち い き

をたずねて」 氏名 

１ 下のグラフを見て，次の問いに答えましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 農業で働く人の数は，どのように変化しているか，（  ）の中に，合う言葉を書き

ましょう。 

    ① 農業で働く人は，全体的に（ 減っている ）。  

    ② 1985年と 2013年の農業で働く人の数を比べると， 

（ 65歳未満 ）の働く人の数は，かなり減ってきているが， 

（ 65歳以上 ）の働く人の数は，やや増えている。 

  （２） ①，②のように働く人の数が変化している理由として，考えられることを書きまし

ょう。 

    ・お米を食べる人が減って，米の生産量が減ったから。 

    ・若い人の後つぎが減り，高れい者が増えてきたから。 

    ・機械化が進み，人の手があまりいらなくなってきたから。など 

２ 下のグラフを見て，次の問いに答えましょう。 

 

 （１） １人あたりの米の消費量が減ってきている理由について，学習したことをもとに，

予想して書きましょう。 

   ・食事が洋食に変わってきて、パンを食べる人が増えてきたから。 

   ・食生活の変化によって，めん類を食べることが増えて，ご飯を食べることが 

    少なくなったから。など 

74.6 70 67.8 64.6 61.4 57.8 

0
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100
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1985年   

(昭和60) 

1990        
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1995 2000 2005 2010 2013    

(平成25) 

68 78 102 123 129 125 107 

279 214 154 117 95 80 67 65歳未満 

65歳以上 

チャレンジシート③ ジャンプ 

万人 

㎏ 

農業で働く人の数の変化（農林水産省） 

１年間での１人あたりの米の消費量
しょうひりょう

の変化（農林水産省） 

年 



                         

 学習日   年   月   日 

単   元 年    組    番  

 

    ８問 
５年 水産業のさかんな地域をたずねて 

 

 

１  次の問いに答えなさい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 次の漁業の種類と説明を線で結びましょう。 

       漁業の種類             説 明  

 

               ・       ・ 

 

 

               ・      ・ 

 

 

                 ・      ・ 

 

 

((1） 日本の周りの海には，水温の高い海流である暖流と

水温の低い海流である寒流があります。   

左の地図を見て，①～④の海流を□の中から選んで

書きましょう。 

 

寒流・・・①（ リマン海流 ）②（親潮（千島海流）） 

暖流・・・③（ 対馬海流 ）④（黒潮（日本海流）） 

 

 

 

（２）太平洋側にある三陸海岸沖は，水あげ量が多い漁

場です。三陸海岸沖がよい漁場になっているのは

なぜでしょう。「海流」という言葉を使って，その

理由を書きましょう。  

 

          

     

 

 

日本から遠くはなれた海で，数か月

から１年ほどかけて行う漁のこと。 

 

 

海岸から数十ｋｍまでの近くの海

で，日帰りで行う漁のこと。使われる

漁船も小さい。 

 海岸から８０～２００ｋｍほどの海

で，日帰りで，あるいは数日かけて行

う漁のこと。 

えんがん 

沿岸漁業 

 
おきあい 

沖合漁業 

えんよう 

遠洋漁業 

・対馬海流       ・黒潮（日本海流） 

・親潮（千島海流）  ・リマン海流 

 

（太平洋側の）三陸海岸沖は黒潮（日本海流）と親潮（千島海流）がぶつかり合い，海流にのって（いろいろ

な種類の）魚が集まってくるので，水あげ量が多い。 

※など，「暖流と寒流がぶつかる」という主旨の事が書いてあれば可。 

 

魚がよくとれる
三陸海岸沖 

チャレンジシート① 学ぶ 



   

 学習日   年   月   日 

単   元 年    組    番  

 

    ８問 
５年 水産業のさかんな地域をたずねて 

 

                               

１ 下のグラフを見て，次の問いに答えましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １９７０年（昭和４５年）と２０１０年（平成２２年）を比べて，漁業で働く人の数や働いて

いる人の年れいなどは，どのように変化していますか。グラフから読み取れること，また考え

られることについて下の（    ）のあてはまる方を丸でかこみましょう。 

 

・ 漁業で働く人の数は１９７０年から２０１０年の間で（約３５万人・約５５万人）減って

いる。 

・ 漁業で働く女性の数は（ふえている・減っている） 

  ・ １９７０年では，漁業で働く人は（３９才以下・６０才以上）が最も多いが， 

２０１０年では（３９才以下・６０才以上）の人数が最も多くなっている。 

 

２ わが国の漁業の生産量を高めるために, 各地で水産資源を守り育てる取組が行われています。

漁業の生産量を増やす工夫について, 文の（      ）にあてはまることばを下の   の

中から一つずつ選んで書き入れましょう。 

 

○ 現在は，とる漁業だけではなく，守り育てる漁業が各地で行われています。守り 

育てる漁業は海や川，湖の（ 水 質  ）や，病気をふせぐ薬の（  安全性   ） 

などに気をつけて各地で行われています。 

○ 水産物を人の手で育てて生産する（ 養殖業 ）や，稚魚を育てて海に放流する 

（ さいばい漁業 ）などの取組が行われています。 

 

 ・さいばい漁業   ・水質   ・安全性   ・遠洋漁業   ・養殖業   
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（昭和45） (平成22年) 

男 

漁業で働く人の数の変化（農林水産省） 

このグラフでは,漁業で

働く人とは１５才以上で

過去１年間に漁業の海上

作業に３０日以上かかわ

った人のことをいいます。 

チャレンジシート② きほん 

年 



 

                                学習日   年   月   日 

単   元 年    組    番  

 

   １０問 
５年 水産業のさかんな地域をたずねて 

 

１ 漁業別の生産量の変化のグラフを見て，次の

問いに答えましょう。 

                     (1) 日本の漁業の生産額が減っている理由に

ついて，次の文の（      ）にあて

はまることばを下の□の中から一つずつ選

んで書き入れましょう。 

 

１９７７年ごろから，世界各国は自国の 

（ 水産資源   ）を守るために，海岸から 

（ ２００海里  ）の範囲の海で，外国の漁

船がとる魚の（ 種 類  ）や量を制限する

ようになりました。漁場の制限や水産資源の  

（  減 少  ）によって，日本の漁業の 

（  生産量  ）は減ってきています。 

・２００海里 ・生産量 ・水産資源  ・種類  ・増加  ・減少  

 

(2) １９７０年と２０１０年の漁業別の魚のとれ高を比べて，生産量が増えている漁業の種類を

答えましょう。また，その漁業についての説明を下の□に書きましょう。 

   漁業の種類  ・・・ 

 

   その漁業の説明・・・ 

 

２ 漁港で水あげされた，さんまのねだんについて下の問いに答えましょう。 

（１）下の表を基に答えましょう。（    ）の正しい方を丸でかこみましょう。 

水あげ後のせりで，さんまにつけられたねだんのちがい 

水あげをした日 ７月のある日 ９月のある日 

せりでつけられた値段 １ｋｇ ２０００円 １ｋｇ ５０円 

水あげの時期 水あげが始まったばかりの時期 水あげがさかんな時期 

 

○ 水あげ量が少ないのは（ ７月のある日・９月のある日 ）です。 

○ 水あげ量が少ないとさんまの値段は（高く・安く）なります。 

 

（２）せりで決まった値段でさんまは売られます。その売り上げから，漁に関わるいろいろな費用

にあてられます。どのようなことに費用があてられているのでしょう。下の□に書きましょう。 

 

 

チャレンジシート③ ジャンプ 

養 殖 業 

水産物を人の手で育てて生産する漁業のこと 

・道具の代金 

・漁船の燃料代  ※など漁にかかる経費のことにふれていれば可。 

（平成２５年度農林水産省調べ）よい子の社会科９月号 P１３より 



              学習日  年  月  日 

単  元 年    組    番 

 
５年「自動車づくりにはげむ人々」 

氏名  

  

 

 

自動車工場では、さまざまな種類の自動車を、ラインにそって組み立てています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関連工場では、組立工場から注文される種類と数に合わせて、部品を生産しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥出荷 

 

 

 

 

 

 完成した車は、工場近

くの港で専用の船に積ま

れて、各地に運ばれます。 

 

⑤検査 

 

 

 

 

 

 機械を使ったり人が見

たりして、数百種類のき

びしい検査をします。 

 

（５年よいこの社会科１０月号７ページ） 

関連工場には、別の関連

工場から部品が届けられ

ている。 

このように、多くの関連

工場に支えられ、協力し合

いながら自動車をつくっ

ている。 

③とそう 

 

 

 

 

  

 車体をきれいにあらっ

てから、何度も色を重ね

て、ぬり上げます。 

 

自動車ができるまで 

組
立
工
場 

②ようせつ 

  

 

  

 

 

 車体の各部分をロボッ

トでようせつして組み立

てます。 

 

第1

次
関
連
工
場 

①プレス 

 

 

 

 

 鉄板に機械で力を加え

て曲げたり打ちぬいたり

して、車体の部分をつく

ります。 

 

第
二
次
関
連
工
場 

④組み立て 

 

 

 

 

 

 車体にライトやシー

ト、エンジンなどの部品

を取りつけていきます。 

（５年よいこの社会科１０月号４・５ページ） 

チャレンジシート① 学ぶ 

組立工場と関連工場のつながり 



 

              学習日  年  月  日 

単  元 年    組    番 

８問 
５年「自動車づくりにはげむ人々」 

氏名  

  

 

１．下の写真や図と合う説明文を選び、線で結びましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

       ・              ・             ・ 

 

 

       ・              ・             ・ 

 

 

 

 

 

 

２．自動車づくりについて、正しいものには○、まちがっているものには×を（   ）に書き

入れましょう。 

（１）組立工場では、短い時間で自動車をつくることができるように、すべての作業をロボット

が行っています。                          ・・・・・（ ×  ） 

（２）シート工場では、いつでも組立工場に出荷できるように、多めにシートをつくっておくよ

うにしています。                           ・・・・・（ ×  ） 

（３）工場では、一つの生産ライン、でさまざまな種類の自動車を組み立てています。（ ○  ） 

 

 

３．組立工場でできあがった自動車を、船に積みこむときの工夫について、｛    ｝の中から

正しいものを選んで○で囲みましょう。 

     

 

 

 

チャレンジシート② きほん 

自動車の生産にはげむ人々 

 

（５年よいこの社会科１０月号６・１０・１４ページ） 

② 

○イ  組立工場では、お客さん

の注文が書かれた紙を見

て、それに応じた部品を取

りつけます。 

○ア  専用の船で港に着いた

自動車は、キャリアカーで

販売店に運ばれます。 

○ウこれからの自動車づくりで

は、お年寄りや障害のある

人が安全で自由に移動でき

る車が開発されています。 

① ③ 

 

（５年よいこの社会科１０月号１１ページ） 

生産された自動車の輸送 

 

 私たちは、自動車をきずつけないように、｛ 少しずつ ・ たくさん ｝積

めるように工夫をしています。また、チームで役割分担をして協力すること

で、｛ ゆっくりと ・ はやく ｝積みこむことができるようにしています。 



 

              学習日  年  月  日 

単  元 年    組    番 

２問 
５年「自動車づくりにはげむ人々」 

氏名  

  

 

 

１．下の資料を見ると、世界各地に日本の自動車工場が広がっています。このように現地生産を

進めている理由を考え、下の   の中に書きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

２．下の図をもとにして、これからの自動車づくりに求められていることを、次の２つの言葉を

使って説明しましょう。  環境 ・ 買う人のニーズ  

 

 日本の自動車会社は、海外に多く工場をつくっている。 

 なぜなら、 

・生産や輸送にかかる費用を低くおさえることができるから。 

・その国の人々の暮らしに合わせた自動車づくりができるから。など 
 

チャレンジシート③ ジャンプ 

生産された自動車の輸送 

 

これからの自動車づくり 

（５年よいこの社会科１０月号１２ページ） 

 これからの自動車づ

くりに求められている

ことは、 

 

買う人のニーズにこた

えながら、環境にやさ

しい車をつくることで

ある。     など 

（５年よいこの社会科１０月号１４ページ） 



 

学習日                  学習日    年   月   日 

      単 元     年   組   番  

 

 

５年「くらしを支える情報 

～情報を伝える人々～」 

氏名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ラジオ 

○電池で動くものもあり、停

電しても使うことができる。

持ち運びやすい。 

      新聞 

○いつでも何度でも読み返すこと

ができる。写真や記事を切り抜い

て保存ができる。 

テレビ 

○映像と音声で最新の情報

をわかりやすく知ることが

できる。 

パソコン（携帯電話・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ） 

○知りたい情報について、自分で

すぐに検索することができる。 

 

チャレンジシート① 学ぶ 

① 情報を集める 

 

 

 

 

【取材】 

事故や事件の現場に記者

やカメラマンが向かい、映像

やインタビューをとり、くわ

しい情報を集める。 

③情報を伝える 

 

 

 

 

   【本番の放送】 

映像の見やすさに気をつ

けて、何台ものカメラを操作

する。 

②情報を選ぶ・編集する 

 

 

 

 

 【編集】 

取材で集めた情報が

放送時間内におさまる

ように、映像とともにま

とめていく。 

テレビ局では、見ている人が知りたい正確な情報

をわかりやすく伝えるために、多くの人たちが分担

して仕事をしています。また、まちがった情報を伝

えないように、内容を確かめてから放送しています。 

大きな地震が起きたときは、被害をできるだけ

減らすことができるよう、津波などの情報を速

く・正確に伝え、避難
ひ な ん

をよびかけているようです。

緊急速報は、人々の安全を守る働きをしていま

す。 

わたしたちのくらしの中

には、様々な種類のメディア

があります。それぞれの特色

を生かして使い分けること

で、生活がより便利で豊かに

なっていきます。 

【打ち合わせ】 

その日の番組で伝える

ニュースの内容や順番に

ついて、編集責任者を中心

に話し合う。 

ニュース番組が放送されるまで 

メディアの特色について 
（５年よいこの社会科 12月号４ページ） 



                       

学習                           学習日   年   月   日 

 

      単 元     年   組   番  

 

   12問 

５年「くらしを支える情報 

～情報を伝える人々～」 

氏名  

 

１．ニュース番組の放送について、次の問いに答えましょう。  

（１）ニュース番組が放送されるまでの仕事について、次の絵や言葉と関係のある文章を選び、線で

むすびましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）次の文は、ニュース番組を放送するときに放送局で気をつけていることを書いた文です。正し

いものには○、まちがっているものには×を（    ）に書きましょう。 

・放送を見たり聞いたりしている人たちにわかりやすく、正確に伝えるようにしている。（ ○ ） 

・まちがった情報を伝えないように、内容を確かめて放送している。 ・・・・・・・・・（ ○ ） 

・意見が分かれている問題については、多数派の意見を取り上げるようにしている。・・・（ × ） 

・地震
じ し ん

、津波警報
けいほう

など、緊急
きんきゅう

な情報を速く正確に伝えるようにしている。・・・・・・・ （ ○ ） 

 

２．メディアの利用について、次の問いに答えましょう。 

（１）次の４つの説明にあてはまるメディアを□から選び、（  ）に記号を書きましょう。 

  ① 何度でも読み返すことができる。写真や記事を切り抜いて保存ができる。・・・（ ○エ ） 

  ② 電池で動くタイプのものは、停電しても使うことがきる。持ち運びやすい。・・（ ○ア ） 

③ 知りたい情報について、自分ですぐに検索
けんさく

することができる。・・・・・・・・（ ○イ ） 

④ 映像と音声でわかりやすく情報を知ることができる。・・・・・・・・・・・・（ ○ウ ） 

 

 

 

チャレンジシート② きほん 

○アラジオ  ○イパソコン（携帯
けいたい

・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）  ○ウテレビ  ○エ新聞 

  取 材 

取材で集めた情

報を放送時間内に

おさまるように、

映像とともにまと

めていく。 

 本番の放送   打ち合わせ 

 記者やカメラマ

ンが事故や事件の

現場にかけつけて

映像やインタビュ

ーをとり、詳しい

情報を集める。 

映像の見やす

さに気をつけて、

何台ものカメラ

を操作
そ う さ

する。 

編 集 

その日の番組で

伝えるニュースの

内容や順番につい

て、編集責任者を中

心に話し合う。 

（５年よいこの社会科 12月号４ページ） 



 

                        学習日   年   月   日 

 

      単 元     年   組   番  

 

 10問 

５年「くらしを支える情報 

～情報を伝える人々～」 

氏名  

 

１．ニュース番組の放送について、次の問いに答えましょう。  

（１）ニュース番組が放送されるまでの流れについて、（     ）にあてはまる言葉を書きましょ

う。                    

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ニュース番組を制作する放送局の人々は、どのようなことに気をつけて、わたしたちに情報を

伝えているのでしょうか。自分の考えを    の中に書きましょう。 

 

 

 

 

 

２．わたしたちの生活におけるメディアについて、次の問いに答えましょう。 

（１）わたしたちは、メディアから受け取った情報をどのようにふだんの生活に生かしているか考え、        

の中に書きましょう。 

（例）パソコンやスマートフォンから緊急
きんきゅう

地震
じ し ん

速報
そ く ほ う

を知ることにより、すばやく安全な場所に避難
ひ な ん

し

身を守ることができる。 

 

 

 

 

 

 

（２）わたしたちが情報メディアを活用する上で、どのようなことに気をつけていけばよいでしょう

か。「特色」「使い分ける」というキーワードを使って、次の文の続きを書いて説明しましょう。 

 

 

 

 

チャレンジシート③ ジャンプ 

・見ている人が知りたい正確な情報をわかりやすく伝える。 

・まちがった情報を伝えないように、内容を確かめながら放送している。 

・地震、津波警報など、緊急な情報をより速く・正確に伝えるようにしている。    など 

                                    

① 情報を（ 集める  ） 

 

【取材】 

②情報を（   選ぶ  ） 

・（  編集   ）する 

 

 

【打ち合わせ】 【編集】 

③情報を（ 伝える  ） 

 

 

 

 

  【本番の放送】 

 

必要な情報を上手に活用することができるよう、 

それぞれのメディアの特色を知り、知りたい内容や状況に応じて使い分けることが必要である。      

など 

 

 テレビのニュース番組から天気予報を知ることによって、登下校のときに傘が必要かどうか判

断することができる。    など 

 

（５年よいこの社会科 12月号４ページ） 
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