
　化学科ご担当先生
令和元年 12 月

数研出版株式会社

令和元年度用高等学校教科書「改訂版 新編化学基礎／化基 320」
記述の更新等に関するお知らせ

　常日頃は弊社書籍をお使いいただき，厚く御礼申し上げます。
　さて，下記の 3点につきまして，文部科学省に更新の申請を行い承認されましたので，令和 2年度供給の教科
書より記述を更新いたします。教科用図書検定規則に基づき更新をお知らせいたします。
　①SI 基本単位の定義が令和元年 5月に改定されたことを受けまして，記述を更新します。
　② 2019 年のノーベル化学賞に吉野彰氏ら 3名が選ばれたことを受けまして，記述を更新します。
　③日本工業規格の名称が日本産業規格に変更されたことを受けまして，記述を更新します。

頁 行 更新内容

78
9行目
〜

15行目
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更新後

アボガドロ定数原子量 H＝ 1.0　He＝ 4.0　C＝ 12　N＝ 14　O＝ 16　Ne＝ 20　Na＝ 23　Mg＝ 24　Al＝ 27　　　　　　　　　　　　            S＝ 32　Cl＝ 35.5　Ca＝ 40　Fe＝ 56　Cu＝ 63.5  6.0×1023/mol

物質量と粒子の数
1化学反応と粒子の数　ふだん，実験を行う際には，物質の量を質量
や体積で表すことが多い。しかし，物質が化学反応を起こすときには，
原子・分子・イオンなどの粒子が，決まった数で結合したり分解したり
する。そのため，化学反応を考えるときには，数の関係が重要になる。

　しかし，粒子 1つ 1つはとても小さく，数えることは困難である。ま
た，目に見える量の物質に含まれる粒子の数は，とても大きく扱いにく
い。そこで，化学では「炭素原子 12C 12g中に含まれる原子の数」を，1

つの単位として扱うことにしている。
　12C原子 1個の質量は約 2.0×10－23gなので，12C原子 12g中に含ま
れる原子の数は，次式で求められる。

　　　 12g
12C 1個の質量 ＝ 12g

2.0×10－23g  ＝ 6.0×1023

2物質量　6.0×1023個の粒子の集まりを 1つの単位として表した物質
の量を 物

ぶっ
質
しつ
量
りょう

 といい，その単位記号はm
モル
olである。

2 物質量

A

❶

❷

❶ この値は，アボガドロ
数といわれる。精密な値は，
6.022140857×1023だが，本
書では計算を簡単にするた
めに 6.0×1023を用いる。

水素分子2個 と が反応し，酸素分子1個 水分子2個 が生じる。
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H H
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H H
O

6.0×1023 個
1 mol

12 本
1ダース

2×12 本
2ダース

3×12 本
3ダース

2×6.0×1023 個
2 mol

3×6.0×1023 個
3 mol

●⬆図₄　物質量という考え方　粒子6.0×1023個を1 molとして表す方法は，鉛筆12本を1ダー
スという単位で表す方法に似ている。

●⬆図 ₃　水素と酸素の反応

物理量 単位
長さ m

質量 kg

時間 s

物質量 mol

❷「物質量と mol」は，「物
理量と単位」の関係である。
●⬇表 ₂　物理量と単位　

（詳しくは，●▶ p.167）
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頁 行 更新前 更新後
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負  極 正  極e-を放出する反応＝酸化反応 e-を受け取る反応＝還元反応

　地殻中での存在量が少なかったり，産出場所がかたよっていたり，純粋
な金属を得ることが難しかったりする金属は，レアメタルとよばれる。
　二次電池には，リチウム・ニッケル・コバルトなどのレアメタルが使用
されているため，使用後の製品をリサイクルする取り組みが積極的に行わ
れている。
　なお，レアメタルなどの貴重な金属を含む使用後の製品は資源とみなせ
るため，これらは都

と
市
し
鉱
こう
山
ざん
とよばれることがある。都市鉱山という視点で

見ると，日本は資源大国といえるかもしれない。

ColumnCCCCCCCCCCC
コラム

日本は資源大国？

実用電池
1マンガン乾

かん
電池　負極に亜鉛 Zn，正極に酸化マンガン（Ⅳ）MnO2，

電解質に塩化亜鉛 ZnCl2を主成分とした水溶液を用いた一次電池。起電
力は約 1.5Vで，安価であるため日常的に広く使われている。

2鉛蓄電池　希硫酸に鉛 Pb（負極）と酸化鉛（Ⅳ）PbO2（正極）を浸した構
造の二次電池。起電力は約 2.0Vで，自動車のバッテリーに用いられる。

3リチウム二次電池（リチウムイオン電池）　リチウムイオンが電極間を
移動することを利用した二次電池。起電力は約 4.0V，小型で高電圧で
寿命が長い。ノート型パソコンや携帯電話の小型化に大きく貢献した。

4燃料電池　水素と酸素から水が生じる化学反応を利用して，電気を
つくることができる。
　外部から，負極に水素（燃料）を，正極に空気中の酸素を供給し，化石
燃料を燃やさずに電気エネルギーを得る装置を，燃

ねん
料
りょう
電池 という。

　水素を燃料としているため，発電のときの生成物は水だけで，二酸化
炭素は発生しない。しかし，燃料の水素を，天然ガスや石油などを化学
反応させて得る必要があり，このときにエネルギーを消費し，二酸化炭
素が発生する。ただし，発電の際に発生する熱を使うことによって，エ
ネルギーを有効利用でき，全体として二酸化炭素の発生を減らすことが
できる。
　また，エネルギー変換効率が高く，大気汚染物質の排出量や騒

そう
音
おん
が少

なく，環境調
ちょう
和
わ
性
せい
の高い発電システムである。

　燃料電池は，携帯機器用，自動車用，家庭用など，さまざまな用途に
向けた開発・実用化が進められている。

B

❶

●⬆ 図 47　家庭用燃料電池
（設置イメージ）

❶燃料電池は，使用される
電解質の種類により，固体
高分子形，リン酸形などに
分類される。

●⬆ 図 46　自動車に搭載さ
れた鉛蓄電池

●⬆図Ａ　都市鉱山とよばれ
る使用済みの携帯電話の山
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できる。
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アボガドロの法則 82,98
アマルガム 61
アルカリ 100,101
アルカリ金属元素 37
アルカリ性 101
アルカリ土類金属元素 37
アルカリマンガン乾電池 136
アルゴン A,32,37
アルマイト 61
アルミナ 141,143
アルミニウム 5,61, J
アルミニウムイオン 33
アルミニウムの製錬 141
アレーニウスの定義 101
安全ピペッター 113,162
アンミン 50
アンモニア 103, J
アンモニウムイオン 33,50

い

硫黄 20, J
イオン 27,33
イオン化エネルギー 35
イオン化傾向 130
イオンからなる物質 43,64
イオン化列 130
イオン結合 42,64
イオン結晶 42,64
イオン交換膜法 142
イオン式 33
イオン反応式 91
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一価 33,103
一酸化炭素 89, J
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エタノール 55, J
エチレン 55, J
エチレングリコール 56
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M殻 31
L殻 31
塩 100,110,116
塩化亜鉛 135, J
塩化アルミニウム 43
塩化アンモニウム 116,K
塩化カルシウム 43,45,K
塩化銀 43,44,K
塩化水酸化カルシウム 116
塩化水酸化マグネシウム 116
塩化水素 103,K
塩化スズ（Ⅱ） 125
塩化銅（Ⅱ） 142,K
塩化ナトリウム 42,45,116,K
塩化物イオン 33
塩化マグネシウム 13,K
塩基 101,102
塩基性 101
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塩基の価数 103
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延性 61
塩素 8
塩の加水分解 117

お

王水 132
黄銅 62
黄リン 20
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オゾン 9,20,125

か
海水をつくる元素 B
化学結合 60,64
化学式 27,46
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化学反応 23,74,89
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拡散 22
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加水分解 117
価数 33,103
ガスバーナー 160
活物質 138
価電子 31
価標 49
カーボンナノチューブ 20,59
過マンガン酸カリウム  
 124,125,K
カリウムイオン 33
カルシウムイオン 33
岩塩 42
環境問題 9
還元 119,120
還元剤 124
乾燥空気に含まれる物質 A

き

貴ガス 32
貴ガス元素 37
希ガス元素 37
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キセノン 32
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気体の密度 83
気体反応の法則 97
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吸着剤 16
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アンモニア 103, J
アンモニウムイオン 33,50

い

硫黄 20, J
イオン 27,33
イオン化エネルギー 35
イオン化傾向 130
イオンからなる物質 43,64
イオン化列 130
イオン結合 42,64
イオン結晶 42,64
イオン交換膜法 142
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一価 33,103
一酸化炭素 89, J
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う
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化学電池 134
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化学変化 23,74,89
拡散 22
化合 74
化合物 12,19
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加水分解 117
価数 33,103
ガスバーナー 160
活物質 138
価電子 31
価標 49
カーボンナノチューブ 20,59
過マンガン酸カリウム  
 124,125,K
カリウムイオン 33
カルシウムイオン 33
岩塩 42
環境問題 9
還元 119,120
還元剤 124
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き

貴ガス 32
貴ガス元素 37
希ガス元素 37
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キセノン 32
気体 12,23
気体の密度 83
気体反応の法則 97
起電力 134
吸着剤 16
強塩基 105
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凝固点 24
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凝縮 24
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共有結合結晶 58,64
共有電子対 48
極性 51,52
極性分子 52
金 61
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金属元素 36
金属光沢 60
金属のイオン化傾向 130
金属のイオン化列 130
金属の結晶格子 63
金属の製錬 140
金属のリサイクル 5
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く

空気電池 136
グラファイト 20
グラフェン 59
クリプトン 32,37
グリーンサスティナブル  
　ケミストリー 9
クロマトグラフィー 16
クロリド 50
クーロン力 42

け

K殻 31
けい砂 59
形状記憶合金 62
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ケイ素 59
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結晶格子 63
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原子 18,27,28,96
原子価 49
原子核 27,28
原子団 33
原子の相対質量 75
原子番号 29
原子量 76
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元素の周期表 36
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こ
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合金 62
合成高分子化合物 56
構造式 49
高分子化合物 56
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国際単位系 167
誤差 166
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　使用する単位が，使用する分野や国で異なるのは不
都合なため，国際度量衡総会（1960）で国際単位系（SI）
が定められた。SIは 7個の基本単位を基礎とし，そ
れらの積または商の形の組立単位などから構成されて
いる。国際純正・応用化学連合（IUPAC）は 1969年に
SIを全面採用し，わが国でも計量法，日本工業規格
（JIS）に採用されている。

666 国際単位系（SI）　このように，計算結果の 3桁目以下に誤差が含まれ
る。この 3桁目は，誤差を含んではいるが意味のある
値である。しかし，その後に不確かな数値を並べても
無意味であるから，この計算では有効数字 4桁目を四
捨五入し，3桁の有効数字 21.8 cm2 とするのが適当
である。
　同じ有効数字の測定値どうしのかけ算とわり算の結
果は，通常，四捨五入して測定値の有効数字の桁数に
合わせる。
　また，有効数字が異なる測定値のかけ算とわり算の
結果は，通常，四捨五入して有効数字の桁数の最も小
さい測定値の桁数に合わせる。

　　●例   6.17 cm×3.6 cm＝ 22.212 cm2≒22 cm2　　

有効数字に気をつけて計算せよ。
（1） 1.2×1.9  （2） 1.34×2.3
（3） 2.35÷1.1 （4） 3.47÷2.0

2足し算と引き算の有効数字　測定値の足し算や引
き算の有効数字の扱いは，次のように行う。
　例えば，測定値の足し算 2.5g＋ 4.73g を，そのま
ま計算すると次のようになる。
 2.5g＋ 4.73g＝ 7.23g

　測定値の末位の数字には誤差が含まれている。その
ため，誤差を含む数値を足した値のすべてに，誤差が
含まれることになる。

　このように，計算結果の 2桁目以下に誤差が含まれ
ていることがわかる。この計算では小数第 2位を四捨
五入して，小数第 1位で 7.2gとするのが適当である。
　測定値の足し算と引き算の結果は，通常，有効数字
の末位が，最も高い測定値に末位が一致するように四
捨五入する。

有効数字に気をつけて計算せよ。
（1） 5.46＋ 1.5 （2） 4.5＋ 3.274
（3） 3.42－ 2.2 （4） 23.4－ 22.1

3桁 2桁 2桁

問 10

問 11

　印をつけた数字が，
誤差を含む値である。2.5 

＋　4.73─
7.23 不確かな数値を

含んでいる値

確かな部分不確かな部分

物理量 名称 記号
長さ メートル m

質量 キログラム kg

時間 秒 s

電流 アンペア A

熱力学温度 ケルビン K

物質量 モル mol

光度 カンデラ cd

倍数 接頭語 記号
1012 テラ T
109 ギガ G
106 メガ M
103 キロ k
102 ヘクト h
10 デカ da
10－1 デシ d
10－2 センチ c
10－3 ミリ m
10－6 マイクロ y

10－9 ナノ n
10－12 ピコ p

物理量 名称 記号 SI基本単位
による表現

力 ニュートン N m kg s－2

圧力 パスカル Pa m－1 kg s－2

（＝ N m－2）

エネルギー ジュール J
m2 kg s－2

（＝ N m）
（＝ Pa m3）

仕事率 ワット W m2 kg s－3

（＝ J s－1）
電気量 クーロン C A s

電位差 ボルト V m2 kg s－3 A－1

（＝ J A－1 s－1）
セルシウス温度 セルシウス度 ℃ K

物理量 SI基本単位
による表現

面積 m2

体積 m3

速さ m s－1

加速度 m s－2

密度 kg m－3

モル体積 m3 mol－1

モル濃度 mol m－3

比熱 m2 s－2 K－1

（＝ J kg－1 K－1）
熱容量 m2 kg s－2 K－1

（＝ J K－1）

●⬇表 4　SI接頭語

●⬇表 2　固有の名称と記号をもつ SI組立単位

●⬇表3　その他の SI組立単位

●⬇表 1　SI基本単位

体積の単位リットルは SIと併用される単位で，記号は「L」または「 l」
とされている。しかし，「 l」と記す書籍もある。
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